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人
権
・
「
同
和
」
教
育
に
つ
い
て

九
州
大
学
基
幹
教
育
院

新
谷
恭
明

〇

は
じ
め
に

一

人
権
と
は
な
に
か

◎
江
戸
時
代
と
現
代
と
人
間
と
ど
ち
ら
が
幸
福
か

◎
人
権
は
近
代
市
民
社
会
の
ル
ー
ル
と
し
て
作
ら
れ
た

○
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
）

市
民
に
よ
っ
て
社
会
を
作
る

市
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
お
互
い
に
平
等
で
あ
る
と
い
う
約

束
事
と
し
て
権
利
が
発
生
し
た
。

◎
国
家
と
人
権
の
関
係
に
つ
い
て

○
市
民
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
国
家
は
必
要
で
あ
る
。

権
利
を
委
託
集
中
さ
せ
る

国
家
権
力

国
家
が
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。

憲
法

憲
法
は
国
家
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
歯
止
め
で
あ
り
、
そ
こ
に
憲
法
上
の
権
利
規
定
が
存
在
す
る
。

○
人
権
を
守
る
の
は

国
家
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の

で
あ
る
。

個
人
で
は
な
い
。

◎
日
本
で
は
国
民
に
市
民
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
少
な
い

人
権
教
育
が
必
要

☆
市
民
の
人
権
を
護
る
の
は
国
家
と
そ
の
代
弁
者
の
義
務
で
あ
る

☆
人
間
は
平
等
に
は
生
ま
れ
な
い
。
だ
か
ら
平
等
に
し
て
い
く
責
任
が
国
家
に
は
あ
る
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【
資
料
】
八
月
二
十
六
日
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
議
決

●D
éclaration

des
droits

de
l'hom

m
e

etdu
citoyen

（
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言
）

国
民
議
会
と
し
て
構
成
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
代
表
者
た
ち
は
、
人
の
権
利
に
対
す
る
無

知
、
忘
却
、
ま
た
は
軽
視
が
、
公
の
不
幸
と
政
府
の
腐
敗
の
唯
一
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
し
、
人
の
譲
り
わ
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
聖
な
自
然
的
権
利
を
、
厳
粛
な
宣
言
に
お
い

て
提
示
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
こ
の
宣
言
が
、
社
会
全
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
絶
え
ず

示
さ
れ
、
か
れ
ら
の
権
利
と
義
務
を
不
断
に
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
。
立
法
権
お
よ
び
執
行
権

の
行
為
が
、
す
べ
て
の
政
治
制
度
の
目
的
と
つ
ね
に
比
較
さ
れ
う
る
こ
と
で
一
層
尊
重
さ
れ

る
よ
う
に
。
市
民
の
要
求
が
、
以
後
、
簡
潔
で
争
い
の
余
地
の
な
い
原
理
に
基
づ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
つ
ね
に
憲
法
の
維
持
と
万
人
の
幸
福
に
向
か
う
よ
う
に
。
こ
う
し
て
、
国
民
議
会

は
、
最
高
存
在
の
前
に
、
か
つ
、
そ
の
庇
護
の
も
と
に
、
人
お
よ
び
市
民
の
以
下
の
諸
権
利

を
承
認
し
、
宣
言
す
る
。

第
一
条
（
自
由
・
権
利
の
平
等
）

人
は
、
自
由
、
か
つ
、
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
生
存
す
る
。
社
会
的

差
別
は
、
共
同
の
利
益
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
設
け
ら
れ
な
い
。

二

「
同
和
」
教
育
に
つ
い
て

◎
吉
和
中
学
差
別
事
件
（
一
九
五
二
年
）

◎
福
岡
市
長
選
挙
差
別
事
件
（
一
九
五
六
年
）

今
日
も
机
に
あ
の
子
が
い
な
い

三

道
徳
教
育
と
人
権
教
育

◎
道
徳
教
育
と
人
権
教
育
は
似
て
い
る

・
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
と
し
て
思
っ
て
い
る

・
教
師
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
価
値
を
子
ど
も
に
伝
え
た
い

・
そ
の
価
値
は
正
し
い
と
信
じ
て
い
る

○
し
か
し
、
両
者
の
距
離
は
遠
か
っ
た
（
理
由
は
何
だ
ろ
う
？
）

◎
修
身
科

○
「
修
身
科
」
と
命
名
し
た
の
は
福
澤
諭
吉
一
派
で
あ
る
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言
葉
は
漢
籍
か
ら
と
っ
た
が
内
容
は
西
洋
か
ら
持
ち
込
ん
だ
。
狙
い
は
近
代
国
家
で
あ
る
日

本
国
民
に
必
要
な
道
徳
の
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
市
民
社
会
・
国
家
で
生
き
る
作
法
を
学
ぶ
こ

と
だ
っ
た
。

○
そ
の
後
の
修
身
科
の
位
置

明
治
十
二
年

「
教
学
大
旨
」
に
お
け
る
徳
育
重
視

明
治
十
三
年

「
改
正
教
育
令
」
に
お
け
る
修
身
科
重
視

明
治
二
十
年

徳
育
論
争

明
治
二
十
三
年

教
育
勅
語
渙
発

明
治
三
十
七
年

修
身
教
科
書
の
国
定
化

国
家
総
動
員
体
制
と
戦
争
と
修
身
科

○
戦
後
教
育
改
革
と
道
徳
教
育

・
修
身
科
の
停
止
と
再
生
の
方
向

米
国
教
育
使
節
団
～
教
育
刷
新
委
員
会
と
戦
後
教
育
制
度
の
構
築

文
部
省
に
於
け
る
公
民
科
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申

☆
修
身
は
必
要
で
あ
る

☆
修
身
は
公
民
科
に
一
本
化
さ
れ
る
べ
き
だ

★
新
し
い
教
科
の
「
社
会
科
」
が
道
徳
教
育
を
担
う

【
資
料
】
公
民
科
教
育
刷
新
委
員
会
（
昭
和
二
十
年
十
一
月
一
日
設
置
）
の
方
針

●
公
民
科
教
育
刷
新
委
員
会
答
申
（
昭
和
二
十
年
十
二
月
）

道
徳
ハ
元
来
社
会
ニ
於
ケ
ル
個
人
ノ
道
徳
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
「
修
身
」
ハ
公
民
的
知
識
ト
結

合
シ
テ
ハ
ジ
メ
テ
其
ノ
具
体
的
内
容
ヲ
得
、
ソ
ノ
徳
目
モ
現
実
社
会
ニ
於
テ
実
践
サ
ル
ベ
キ

モ
ノ
ト
ナ
ル
。
従
ツ
テ
修
身
ハ
「
公
民
」
ト
一
本
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
リ
、
両
者
ヲ
統
合
シ

テ
「
公
民
」
科
ガ
確
立
サ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
。

『
国
民
学
校
公
民
科
教
師
用
書
』
（
昭
和
二
十
一
年
八
月
）

●
修
身
教
育
は
い
ま
新
ら
し
い
出
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
新
ら
し
い
出
発
は
、
こ
の
や
う
な
事
情
を
機
会
と
し
て
、
求
め
ら
れ
て
ゐ
る

の
だ
と
は
い
へ
、
さ
ら
に
一
さ
う
根
本
的
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
へ
こ
ん
な
事
情
が
な
く
て
も
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
修
身
教
育
は
、
深
く
反
省
し

て
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
だ
れ
で
も
、
こ
れ
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
や
う
。
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●
今
日
の
わ
が
国
の
情
勢
は
、
一
日
で
も
こ
の
教
育
（
修
身
教
育
）
を
し
な
い
で
放
つ
て
お

く
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
新
ら
し
く
こ
れ
ま
で
の
修
身
教
育
に
代
つ
て
、

こ
れ
か
ら
や
つ
て
ゆ
か
う
と
す
る
公
民
科
教
育
を
、
で
き
る
だ
け
は
や
く
始
め
る
こ
と
を
目

ざ
し
て
、
そ
の
参
考
に
本
書
を
つ
く
つ
て
そ
の
教
育
へ
の
指
針
を
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

●
た
と
へ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
修
身
教
育
は
、
と
か
く
上
か
ら
道
徳
を
押
し
つ
け
る
や
う
な
命

令
的
な
傾
き
が
多
か
つ
た
し
、
同
時
に
何
で
も
児
童
や
生
徒
を
一
ま
と
め
に
し
て
ひ
と
つ
の

こ
と
を
型
の
ご
と
く
教
へ
る
と
い
つ
た
と
こ
ろ
多
か
つ
た
。
そ
の
た
め
に
児
童
や
生
徒
は
受

身
に
な
つ
て
自
分
で
進
ん
で
や
ら
う
と
す
る
心
持
が
少
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
し
、
ま
た
一
人

一
人
の
心
の
底
ま
で
し
み
込
ん
で
ゆ
く
と
い
つ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
る
や
う
な
趣
き
が
少
く

な
か
つ
た
。
命
令
さ
れ
れ
ば
型
の
如
く
に
は
動
く
が
自
分
か
ら
進
ん
で
判
断
し
て
動
く
こ
と

を
し
な
い
。
全
体
一
ま
と
め
の
時
の
動
き
に
は
従
ふ
が
、
一
人
一
人
で
生
活
す
る
と
き
は
ど

う
も
し
つ
か
り
し
な
い
と
い
つ
た
傾
き
が
多
く
見
ら
れ
た
。

【
資
料
】
米
国
使
節
団
報
告
書
の
修
身
科
に
つ
い
て
の
意
見
（
『
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
』
）

●
日
本
の
教
育
で
は
独
立
し
た
地
位
を
占
め
、
か
つ
従
来
は
服
従
心
の
助
長
に
向
け
ら
れ
て

来
た
修
身
は
、
今
ま
で
と
は
異
っ
た
解
釈
が
下
さ
れ
、
自
由
な
国
民
生
活
の
各
分
野
に
行
き

わ
た
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
平
等
を
促
す
礼
儀
作
法
・
民
主
政
治
の
協
調
精
神
お

よ
び
日
常
生
活
に
お
け
る
理
想
的
技
術
精
神
、
こ
れ
ら
は
、
皆
広
義
の
修
身
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
民
主
的
学
校
の
各
種
の
計
画
お
よ
び
諸
活
動
の
中
に
発
展
さ
せ
、
か
つ
実
行
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

●
新
し
い
教
育
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
つ
め
こ
み
主
義
、
画
一
主
義
お
よ
び
忠
孝

の
よ
う
な
上
長
へ
の
服
従
に
重
点
を
置
く
教
授
法
は
改
め
ら
れ
、
各
自
に
思
考
の
独
立
・
個

性
の
発
展
お
よ
び
民
主
的
公
民
と
し
て
の
権
利
と
責
任
と
を
、
助
長
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で

あ
る
。
例
え
ば
、
修
身
の
教
授
は
、
口
頭
の
教
訓
に
よ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
学
校
お
よ
び
社

会
の
実
際
の
場
合
に
お
け
る
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

【
資
料
】
学
習
指
導
要
領
試
案
（
昭
和
二
十
二
年
）

(

二)

こ
の
社
会
科
は
，
従
来
の
修
身
・
公
民
・
地
理
・
歴
史
を
，
た
だ
一
括
し
て
社
会
科
と

い
う
名
を
つ
け
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
社
会
科
は
，
今
日
の
わ
が
国
民
の
生
活
か
ら
見
て

社
会
生
活
に
つ
い
て
の
良
識
と
性
格
と
を
養
う
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
の
で
，
そ
う
い

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
新
た
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
，
こ
の
目
的
を
達
成
す
る

に
は
，
こ
れ
ま
で
の
修
身
・
公
民
・
地
理
・
歴
史
な
ど
の
教
科
の
内
容
を
融
合
し
て
，
一
体

と
し
て
学
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
（
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
参
照
）
そ
れ
ら
の
教

科
に
代
わ
っ
て
，
社
会
科
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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○
天
野
貞
祐
文
相
の
発
言

修
身
科
の
よ
う
な
教
科
が
必
要
だ

後
に
『
国
民
実
践
要
領
』
を
執
筆

祝
日
に
は
日
の
丸
を
掲
げ
君
が
代
を
斉
唱
し
よ
う

文
部
省
と
日
教
組
の
対
立
が
始
ま
る

道
徳
教
育
は
全
教
科
で
行
う
こ
と
が
文
部

独
立
を
機
に
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
変
わ
る

省
も
確
認
し
た

※
天
野
貞
祐
筆
禍
事
件
（
昭
和
十
二
年
）

天
野
貞
祐
著
『
道
理
の
感
覚
』
に
お
け
る
「
筆
禍
」

①
「
一
般
に
修
身
教
科
書
を
用
ゐ
て
様
々
な
徳
目
を
解
明
し
、
日
常
の
心
得
を
教
へ
、
さ
ら

に
解
明
を
具
体
的
な
ら
し
め
ん
と
し
て
偉
れ
た
人
々
の
言
行
を
模
範
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
。

教
へ
方
に
よ
つ
て
は
こ
れ
も
確
か
に
徳
育
に
資
す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
ら
は
何
れ
も
徳

行
の
方
式
を
教
へ
る
に
過
ぎ
な
い
。
」

「
偉
人
の
模
範
や
徳
目
の
解
明
や
を
学
ぶ
の
は
言
は
ば
水
に
入
ら
ず
し
て
水
泳
の
型
を
習
ふ

に
等
し
い
。
」

「
修
身
の
授
業
が
却
つ
て
偽
善
的
心
術
を
育
成
す
る
こ
と
に
な
る
」

②
「
生
徒
が
修
身
教
科
書
を
通
じ
て
様
々
な
徳
目
、
様
々
な
有
徳
的
言
行
を
限
り
な
く
学
ぶ

こ
と
に
は
、
生
徒
の
道
徳
的
感
覚
を
鈍
ら
す
危
険
が
あ
り
さ
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
断
え
ず
道

徳
の
話
を
聞
い
て
ゐ
る
と
道
徳
に
対
す
る
新
鮮
な
感
情
を
失
ふ
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

で
は
な
い
。
教
へ
方
に
よ
つ
て
は
生
徒
の
反
抗
心
を
挑
発
す
る
こ
と
さ
へ
も
あ
り
う
る
。
」

③
「
修
身
科
担
当
者
を
し
て
修
身
は
自
己
独
占
の
こ
と
の
如
く
思
は
し
め
、
他
の
学
科
の
担

当
者
を
し
て
修
身
は
全
然
自
己
と
無
関
係
の
こ
と
の
如
く
思
は
せ
る
点
に
お
い
て
成
立
す

る
。
」

●
然
ら
ば
わ
が
国
の
教
育
は
如
何
な
る
状
態
に
在
る
か
と
い
ふ
に
、
其
処
に
は
一
つ
の
根
本

的
欠
陥
が
存
し
て
右
の
条
件
を
充
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
欠
陥
と
は
教
育
が
真
の
独
立
性
を

有
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
教
育
は
第
一
に
軍
事
教
練
（
或
は
軍
事
教
官
）
に
由
つ

て
甚
だ
し
い
束
縛
を
受
け
て
ゐ
る
。
人
は
誰
で
も
特
に
反
省
し
な
い
限
り
自
分
の
受
け
た
教

育
を
最
も
良
き
も
の
の
如
く
考
へ
易
い
。
幼
年
学
校
出
身
の
軍
事
教
官
が
幼
年
校
の
教
育
法

を
最
上
の
も
の
の
如
く
考
へ
て
も
人
情
の
自
然
で
あ
ら
う
。
然
し
中
等
学
校
の
教
育
と
幼
年

学
校
教
育
と
の
間
に
は
本
質
的
な
相
違
が
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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四

人
権
・
「
同
和
」
教
育
の
課
題

◎
天
野
貞
祐
の
提
起
し
た
課
題
は
生
き
て
い
る

価
値
観
を
教
え
込
む
や
り
方
は
や
め
よ
う

全
教
科
で
行
う
、
教
科
を
横
断
し
て
行
う

子
ど
も
の
実
感
に
結
び
つ
い
た
教
材
と
教

授
法
が
必
要
で
あ
る

子
ど
も
た
ち
の
生
育
す
る
環
境
す
べ
て
が

人
権
教
育
の
教
材
で
あ
り
、
道
徳
教
育
の

教
材
で
あ
る

◎
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
落
し
た
教
育
内
容
が
学
力
の
低
下
と

人
権
・
「
同
和
」
教
育
の
不
毛
を
生
む

一
、
ク
ラ
ス
の
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
お
く

二
、
ど
の
教
科
も
現
在
の
自
分
に
結
び
つ
く
視
点
が
必
要

三
、
歴
史
全
体
の
流
れ
が
一
貫
し
た
歴
史
授
業
を
つ
く
る

【
資
料
】
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
抜
粋
）

第
一
二
条
（
言
い
た
い
こ
と
は
言
っ
て
い
い
）

一

締
約
国
は
、
自
己
の
意
見
を
形
成
す
る
能
力
の
あ
る
児
童
が
そ
の
児
童
に
影
響
を
及
ぼ
す
す

べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
確
保
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
児
童
の
意
見
は
、
そ
の
児
童
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ
て
相
応
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

二

こ
の
た
め
、
児
童
は
、
特
に
、
自
己
に
影
響
を
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
司
法
上
及
び
行
政
上
の
手

続
に
お
い
て
、
国
内
法
の
手
続
規
則
に
合
致
す
る
方
法
に
よ
り
直
接
に
又
は
代
理
人
若
し
く
は
適

当
な
団
体
を
通
じ
て
聴
取
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

第
一
三
条
（
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
言
っ
て
も
い
い
）

一

児
童
は
、
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
口
頭
、
手
書
き
若
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し
く
は
印
刷
、
芸
術
の
形
態
又
は
自
ら
選
択
す
る
他
の
方
法
に
よ
り
、
国
境
と
の
か
か
わ
り
な
く

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
情
報
及
び
考
え
を
求
め
、
受
け
及
び
伝
え
る
自
由
を
含
む
。

二

一
の
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
制
限
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の

制
限
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
次
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る

（
ａ
）

他
の
者
の
権
利
又
は
信
用
の
尊
重

（
ｂ
）

国
の
安
全
、
公
の
秩
序
又
は
公
衆
の
健
康
若
し
く
は
道
徳
の
保
護

第
一
四
条
（
何
を
考
え
て
も
い
い
）

一

締
約
国
は
、
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
児
童
の
権
利
を
尊
重
す
る
。

二

締
約
国
は
、
児
童
が
一
の
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
父
母
及
び
場
合
に
よ
り
法
定
保
護

者
が
児
童
に
対
し
そ
の
発
達
し
つ
つ
あ
る
能
力
に
適
合
す
る
方
法
で
指
示
を
与
え
る
権
利
及
び
義

務
を
尊
重
す
る
。

三

宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ
っ
て
公
共
の
安

全
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
若
し
く
は
道
徳
又
は
他
の
者
の
基
本
的
な
権
利
及
び
自
由
を
保
護

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
み
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
五
条
（
集
ま
る
の
は
勝
手
だ
）

一

締
約
国
は
、
結
社
の
自
由
及
び
平
和
的
な
集
会
の
自
由
に
つ
い
て
の
児
童
の
権
利
を
認
め
る

二

一
の
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ
っ
て
国
の
安
全
若
し
く
は
公
共

の
安
全
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健
康
若
し
く
は
道
徳
の
保
護
又
は
他
の
者
の
権
利
及
び
自
由
の
保

護
の
た
め
民
主
的
社
会
に
お
い
て
必
要
な
も
の
以
外
の
い
か
な
る
制
限
も
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

二
八
条
（
教
育
は
権
利
だ
）

一

締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
児
童
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
権
利
を
漸
進
的
に

か
つ
機
会
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
達
成
す
る
た
め
、
特
に
、

（
ａ
）

初
等
教
育
を
義
務
的
な
も
の
と
し
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
無
償
の
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）

種
々
の
形
態
の
中
等
教
育
（
一
般
教
育
及
び
職
業
教
育
を
含
む
。）
の
発
展
を
奨
励
し
、

す
べ
て
の
児
童
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
中
等
教
育
が
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
利
用
す

る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
、
例
え
ば
、
無
償
教
育
の
導
入
、
必
要
な
場
合
に
お
け
る
財
政

的
援
助
の
提
供
の
よ
う
な
適
当
な
措
置
を
と
る
。

（
ｃ
）

す
べ
て
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
能
力
に
応
じ
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
高
等
教
育
を

利
用
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
ｄ
）

す
べ
て
の
児
童
に
対
し
、
教
育
及
び
職
業
に
関
す
る
情
報
及
び
指
導
が
利
用
可
能
で
あ

り
か
つ
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
ｅ
）

定
期
的
な
登
校
及
び
中
途
退
学
率
の
減
少
を
奨
励
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

二

締
約
国
は
、
学
校
の
規
律
が
児
童
の
人
間
の
尊
厳
に
適
合
す
る
方
法
で
及
び
こ
の
条
約
に
従

っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

三

締
約
国
は
、
特
に
全
世
界
に
お
け
る
無
知
及
び
非
識
字
の
廃
絶
に
寄
与
し
並
び
に
科
学
上
及
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び
技
術
上
の
知
識
並
び
に
最
新
の
教
育
方
法
の
利
用
を
容
易
に
す
る
た
め
、
教
育
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
の
国
際
協
力
を
促
進
し
、
及
び
奨
励
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
特
に
、
開
発
途
上
国

の
必
要
を
考
慮
す
る
。

第
二
九
条
（
先
生
、
そ
れ
で
い
い
と
？
）

一

締
約
国
は
、
児
童
の
教
育
が
次
の
こ
と
を
指
向
す
べ
き
こ
と
に
同
意
す
る
。

（
ａ
）

児
童
の
人
格
、
才
能
並
び
に
精
神
的
及
び
身
体
的
な
能
力
を
そ
の
可
能
な
最
大
限
度
ま

で
発
達
さ
せ
る
こ
と
。

（
ｂ
）

人
権
及
び
基
本
的
自
由
並
び
に
国
際
連
合
憲
章
に
う
た
う
原
則
の
尊
重
を
育
成
す
る
こ

と（
ｃ
）

児
童
の
父
母
、
児
童
の
文
化
的
同
一
性
、
言
語
及
び
価
値
観
、
児
童
の
居
住
国
及
び
出

身
国
の
国
民
的
価
値
観
並
び
に
自
己
の
文
明
と
異
な
る
文
明
に
対
す
る
尊
重
を
育
成
す
る
こ
と
。

（
ｄ
）

す
べ
て
の
人
民
の
間
の
、
種
族
的
、
国
民
的
及
び
宗
教
的
集
団
の
間
の
並
び
に
原
住
民

で
あ
る
者
の
理
解
、
平
和
、
寛
容
、
両
性
の
平
等
及
び
友
好
の
精
神
に
従
い
、
自
由
な
社
会
に
お

け
る
責
任
あ
る
生
活
の
た
め
に
児
童
に
準
備
さ
せ
る
こ
と
。

（
ｅ
）

自
然
環
境
の
尊
重
を
育
成
す
る
こ
と
。

二

こ
の
条
又
は
前
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
個
人
及
び
団
体
が
教
育
機
関
を
設
置
し
及
び
管
理

す
る
自
由
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
常
に
、
一
に
定
め
る
原
則
が
遵
守

さ
れ
る
こ
と
及
び
当
該
教
育
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
が
国
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
最
低
限

度
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
三
一
条
（
子
ど
も
が
遊
ぶ
の
は
権
利
）

一

締
約
国
は
、
休
息
及
び
余
暇
に
つ
い
て
の
児
童
の
権
利
並
び
に
児
童
が
そ
の
年
齢
に
適
し
た

遊
び
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
を
行
い
並
び
に
文
化
的
な
生
活
及
び
芸
術
に
自
由
に
参
加

す
る
権
利
を
認
め
る
。

二

締
約
国
は
、
児
童
が
文
化
的
及
び
芸
術
的
な
生
活
に
十
分
に
参
加
す
る
権
利
を
尊
重
し
か
つ

促
進
す
る
も
の
と
し
、
文
化
的
及
び
芸
術
的
な
活
動
並
び
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
及
び
余
暇
の
活

動
の
た
め
の
適
当
か
つ
平
等
な
機
会
の
提
供
を
奨
励
す
る
。


