
第
二
部　

討　

論

司
会
（
岩
間
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
第
二

部
の
司
会
は
小
林
（
人
間
関
係
学
部
）
と
岩
間
（
人

間
関
係
学
部
）
の
二
名
で
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
第
二
部
の
討
論
の
た
た
き
台
と
し
て
、
私
の
ほ

う
か
ら
、
各
報
告
の
相
違
点
と
共
通
点
に
つ
い
て
整

理
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

相
違
点
に
関
し
て
は
、
ま
ず
は
時
間
軸
の
違
い
が

あ
り
ま
し
た
。
水
野
先
生
の
ご
報
告
は
、
戦
前
の
植

民
地
支
配
の
こ
ろ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
佐
藤
先

生
に
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
そ

し
て
児
島
先
生
に
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
出
発
点
と
す
る
時
期

に
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
空
間

の
違
い
も
あ
り
ま
し
た
。
水
野
先
生
と
児
島
先
生
は

日
本
と
い
う
空
間
に
お
け
る
学
校
の
あ
り
方
に
つ
い

て
ご
報
告
い
た
だ
き
、
そ
し
て
佐
藤
先
生
は
、
日
本

の
領
土
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
学
校
の
あ
り
方
に
関

し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
三
に
、
研
究
対
象
の
違
い
も
あ
り
、
水
野
先
生

は
特
に
政
府
の
民
族
教
育
に
対
す
る
政
策
、
そ
し
て

佐
藤
先
生
と
児
島
先
生
の
お
二
人
の
方
は
、
学
校
現

場
に
お
け
る
具
体
的
な
状
況
が
中
心
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
多
様
性
の
あ
る
ご
報
告
だ
っ
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
学
校
や
教
育
が
抱
え
て
い

る
共
通
の
特
徴
や
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
特
徴
や
問
題
点
は
、
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

　

一
つ
は
、
教
育
や
学
校
が
前
提
と
し
て
き
た
「
国

民
性
」
と
い
う
概
念
が
、
決
し
て
固
定
化
し
た
確
固

た
る
も
の
で
は
な
く
、
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
。
そ
れ
は
水
野
先
生
が
冒
頭
で
ご
紹
介
く
だ

さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、「
参
政
権
の
問
題
」
に
加
え
て
、

「
日
本
国
籍
の
保
持
／
不
保
持
」
が
政
治
的
に
利
用

さ
れ
た
現
実
が
日
本
の
歴
史
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
佐
藤
先
生
の
ご
報
告
の
中
で
、「
日
本
人

性
」
と
い
う
概
念
も
他
者
と
の
関
係
の
中
で
歴
史
的
、

社
会
的
に
構
成
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
、

曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
に
は

そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ

て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　

二
つ
目
に
は
、
日
本
社
会
や
日
本
人
の
根
底
に
あ

る
「
対
外
観
」、「
民
族
観
」、「
国
際
化
の
イ
メ
ー
ジ
」

と
い
っ
た
も
の
を
再
考
す
る
必
要
性
も
、
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
日
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本
と
外
国
を
分
け
て
考
え
る
。
次
に
、
外
国
の
中
で

欧
米
と
ア
ジ
ア
を
分
け
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
区

別
に
応
じ
て
異
な
る
態
度
・
対
応
を
と
っ
て
い
く
。

こ
の
中
で
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
い
う
の
は
あ
い

ま
い
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
児
島
先
生
の
ご
意
見

を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、
日
本
の
学
校
や
教
育
の
特
徴
で
す
が
、

こ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、「（
民

族
的
）
単
一
性
」、「
均
質
性
」、「
集
団
主
義
」
と
い

っ
た
言
葉
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
水
野
先
生
は
政
府
の
方
針
か
ら
、

児
島
先
生
は
教
室
で
の
実
践
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
児
島
先
生
の
ご
報
告

か
ら
浮
か
び
あ
っ
た
の
は
、
教
員
の
側
が
必
ず
し
も

主
体
的
に
、
積
極
的
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
結
果
的
に
日
本
政
府
の
期
待
す
る
「（
民

族
的
）
単
一
性
」、「
均
質
性
」、「
集
団
主
義
」
を
再

生
産
す
る
し
く
み
を
担
っ
て
し
ま
う
構
造
が
あ
る
と

い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

同
時
に
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
こ
の
よ
う
な
状
況
を
支
え
る
一
つ

の
要
因
と
し
て
、
政
府
の
意
向
や
政
策
だ
け
で
は
な

く
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
日
本
人
一
般
が
持
っ
て
い

る
「
対
外
観
」
や
「
民
族
観
」、「
国
際
化
の
イ
メ
ー

ジ
」、
さ
ら
に
は
、「
日
本
人
自
身
を
ど
う
と
ら
え
る

か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
観
念
も
、「
均
質
性
」
や
「（
民

族
的
）
単
一
性
」、「
集
団
主
義
」
と
い
っ
た
も
の
を

支
え
て
き
た
も
の
と
し
て
見
逃
せ
な
い
で
し
ょ
う
。

特
に
、
そ
も
そ
も
関
心
を
持
た
な
い
「
無
関
心
」
と

い
う
こ
と
自
体
が
そ
れ
を
支
え
て
き
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

四
つ
目
に
、
各
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、

民
族
的
多
様
性
が
確
実
に
増
大
し
て
き
て
い
る
現
実

に
ど
う
対
応
す
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
だ
し
、「
民
族
的
多
様
性
が
増
大
し
て

い
る
状
態
」
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
り
、

水
野
先
生
の
ご
報
告
に
沿
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、

実
は
戦
前
か
ら
朝
鮮
の
方
た
ち
が
実
際
に
日
本
の
教

育
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
意

味
で
の
「
多
様
性
」
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
必
死
に
「
同
化
主
義
」
で
押
し
殺
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
日
本

の
中
で
も
外
で
も
ま
す
ま
す
「
多
様
性
」
が
増
大
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
学
校
の
中
に
外
国
籍
の

子
ど
も
た
ち
が
多
く
な
り
、
ま
た
、
海
外
で
は
日
本

人
が
日
本
人
学
校
・
補
習
校
に
行
か
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
教
育
が
前
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提
と
し
て
き
た
、
日
本
人
を
中
心
に
据
え
た
「
同
化

主
義
」
と
い
う
枠
組
み
と
、
現
場
の
実
態
と
の
間
に

乖
離
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
日
本
人
性
」
を
前
提
と
し
た
教
育
の
中
で
苦
し
い

気
持
ち
を
感
じ
て
い
た
り
、
も
っ
と
伸
び
伸
び
や
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
確
実
に
日
本
社
会
の

中
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
、
多
様
な
民
族
的
背
景

を
持
つ
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
民
族
と
し
て
の
独

自
の
文
化
や
背
景
を
教
育
の
現
場
で
い
か
に
尊
重
し

て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
さ

せ
ら
れ
た
ご
報
告
で
し
た
。

　

ひ
と
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
形
で
各
先
生
方
の
ご
報

告
内
容
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
休
憩

時
間
の
間
に
フ
ロ
ア
の
皆
様
に
お
書
き
い
た
だ
い
た

ご
質
問
や
ご
意
見
の
中
か
ら
、
議
論
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て
基
本
的
な
ご
質
問
か
ら
順
に
お
答
え
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
に
簡
単
な
と
こ
ろ
か
ら
い
き
ま
す
と
、

学
生
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
水
野
先
生
へ

の
ご
質
問
で
、「
そ
も
そ
も
な
ぜ
現
在
の
朝
鮮
学
校
、

民
族
教
育
が
日
本
で
必
要
な
の
か
。
そ
の
必
要
性
が

日
本
人
の
目
か
ら
す
る
と
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、

在
日
朝
鮮
人
の
中
か
ら
民
族
教
育
が
起
こ
っ
た
の
は

必
然
的
要
求
だ
と
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も

な
ぜ
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
お
答
え
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
野　

日
本
社
会
に
住
み
な
が
ら
、
日
本
人
と
し
て

の
教
育
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
属
す
る
民
族
と
し

て
の
教
育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
必
然
的
な
要
素

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
社

会
の
側
が
そ
れ
を
認
め
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
と
い

う
質
問
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
社
会
で
ど
う

い
う
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
、

自
分
自
身
の
人
格
な
り
個
性
と
い
う
も
の
を
形
成
し

て
い
く
際
に
ど
う
い
う
教
育
を
受
け
る
の
か
と
い
う

問
題
の
関
係
は
必
ず
し
も
一
つ
の
決
ま
っ
た
も
の
で

あ
る
必
要
は
な
い
、
固
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
り
わ
け
日
本
に
住
ん
で
い
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
外
国
籍
の
人
た
ち
が
民
族

的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
を
獲
得
し
、

み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
て
い
く
、
そ
の
手
が
か
り
と

し
て
民
族
教
育
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
戦
前
の
名
古
屋
で
の
民

族
教
育
が
弾
圧
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
す
が
、
朝
鮮

人
か
ら
は
弾
圧
に
反
対
す
る
声
が
当
然
出
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
労
働
運
動
や
社
会
運
動
を
報
じ
て
い
た

新
聞
に
朝
鮮
人
の
書
い
た
短
い
文
章
が
載
っ
て
い
ま

す
。
警
察
の
取
り
締
ま
り
、
抑
圧
に
反
対
す
る
文
章

な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
、「
日
本
の
社
会
に
住
ん
で

い
て
も
、
我
々
は
家
の
中
で
は
朝
鮮
語
を
話
し
て
い

る
し
、
朝
鮮
に
帰
っ
た
ら
朝
鮮
語
が
必
要
で
あ
る
」

と
い
う
言
い
方
で
朝
鮮
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
承
認
を
求
め
る
立
場
か
ら
、
民
族
的
な
教
育

を
要
求
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
は
触
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

司
会
（
小
林
）　

水
野
先
生
に
は
あ
と
幾
つ
か
の
確

認
を
求
め
る
内
容
の
質
問
と
か
、
も
う
少
し
突
っ
込

ん
だ
深
い
議
論
が
展
開
さ
れ
そ
う
な
話
題
な
ど
も
あ

る
の
で
す
が
…
。
ま
ず
、
事
実
確
認
と
い
う
面
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
、「「
名
古
屋
に
お
け
る
朝
鮮
人
教

育
機
関
（
一
九
三
五
年
）」
に
関
す
る
資
料
に
『
普
通

学
校
夜
学
』
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
に
も
朝

鮮
総
督
府
が
朝
鮮
な
ど
で
つ
く
っ
た
夜
学
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
」
そ
れ
か
ら
、「
一
九
三
四
年
一
〇
月

三
〇
日
閣
議
決
定
「
朝
鮮
人
移
住
対
策
要
目
」
に
関

す
る
資
料
で
、
朝
鮮
人
を 
北
鮮 
に
移
住
さ
せ
た
背
景

〔
マ
マ
〕

を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
の
質
問
が
あ
り
ま
す
。

水
野　

資
料
で
「
普
通
学
校
夜
学
」
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
新
聞
記
事
に
出
て
い
る
の
で
そ
の
ま
ま
書
い
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た
も
の
で
す
。
名
称
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
朝
鮮
で
は
朝
鮮
人
の
通
う
初
級
学
校
は

「
普
通
学
校
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
日

本
の
中
に
も
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
朝
鮮
人
が
名
古
屋
で
自
主
的
に
運
営
す
る
学

校
を
、
朝
鮮
で
の
名
称
に
な
ら
っ
て
「
普
通
学
校
」

と
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
九
三
四
年
の
閣
議
決
定
で
、
満
州
だ
け
で
は
な

く
て
、
当
時
の
言
葉
遣
い
で
「
北
鮮
」
―
朝
鮮
半
島

の
北
部
―
に
移
住
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
は
な
ぜ
な

の
か
と
い
う
質
問
で
す
が
、
北
部
に
は
鉱
山
や
ダ
ム

建
設
、
そ
の
電
力
を
利
用
し
た
重
工
業
の
工
場
建
設

な
ど
、
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
産
業
が
起
こ

り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
朝
鮮
半
島
南
部
の

労
働
者
を
北
部
に
行
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

に
流
れ
て
く
る
の
を
抑
え
る
と
い
う
政
策
が
と
ら
れ

ま
し
た
。

司
会
（
小
林
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ

と
関
連
し
て
、「
満
州
（
中
国
東
北
部
）
に
は
日
本
の

植
民
地
支
配
を
嫌
っ
て
移
住
し
た
朝
鮮
族
が
多
か
っ

た
と
聞
く
が
、
彼
ら
へ
の
教
育
は
ど
う
な
っ
て
い
た

の
か
。
抑
圧
的
か
、
そ
れ
と
も
、
さ
す
が
の
関
東
軍

も
そ
こ
ま
で
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
か
。
中
国
側
の

対
応
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
」
と
い
う
質
問
が

出
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

水
野　

こ
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治

州
の
出
身
で
、
現
在
日
本
で
勉
強
し
て
お
ら
れ
る
方

が
会
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
方
に
答
え
て
い

た
だ
い
た
ほ
う
が
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

参
加
者　

一
橋
大
学
に
留
学
し
て
い
る
者
で
す
。
質

問
に
答
え
る
立
場
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私
は
今
、

在
満
朝
鮮
人
の
教
育
史
を
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、

満
州
で
朝
鮮
人
の
教
育
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

た
か
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
簡
単

に
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
水
野
先
生
に
、
日
本
に
も
普
通
学
校
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た

が
、
日
本
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
一
方
、
当

時
、
満
州
の
朝
鮮
人
学
校
は
、
日
本
当
局
つ
ま
り
朝

鮮
総
督
府
が
普
通
学
校
と
い
う
形
で
か
な
り
つ
く
っ

て
い
ま
し
た
。

　

普
通
学
校
と
い
う
名
前
で
大
体
二
〇
校
ぐ
ら
い
、

今
の
延
辺
地
域
に
六
校
、
満
鉄
沿
線
に
一
四
校
ぐ
ら

い
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
植
民
地
教
育
の
セ
ン
タ
ー

の
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
下
に
補
助
学
校
と
い
う
名

前
の
学
校
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
人
み
ず

か
ら
が
私
立
学
校
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
て
、
満
州
事

変
前
ま
で
は
、
朝
鮮
人
教
育
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
と

中
華
民
国
、
そ
し
て
朝
鮮
人
、
こ
の
三
者
が
争
う
と

い
う
形
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
つ

事
例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
東
京
に
も
中
国
朝
鮮
族
留
学
生
が
い
っ
ぱ
い

来
て
い
ま
し
て
、
先
日
、
東
京
第
一
小
・
中
級
学
校

で
、
朝
鮮
族
の
体
育
大
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に

た
ま
た
ま
延
辺
か
ら
の
留
学
生
の
お
母
さ
ん
が
来
て

い
ま
し
た
。
そ
の
方
は
、
延
辺
に
あ
っ
た
普
通
学
校

に
一
九
四
〇
年
か
ら
敗
戦
ま
で
五
年
間
通
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
学
校
に
は
行
き
た
く
な
か
っ
た
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
先
生
が
い
つ
も

生
徒
に
体
罰
を
与
え
た
。
一
人
の
生
徒
が
過
ち
を
お

か
し
た
ら
、
授
業
を
や
め
て
、
全
員
、
手
や
足
を
た

た
か
れ
る
と
い
う
罰
を
受
け
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
が
日
本
に
留
学
し
て
き
て
、
日
本
に
お
け
る
朝

鮮
人
教
育
、
台
湾
人
教
育
の
研
究
を
見
ま
す
と
、
満

州
で
近
代
国
家
を
つ
く
っ
た
と
か
、
近
代
教
育
を
行

っ
た
と
い
う
話
も
多
い
の
で
す
が
、
実
態
は
体
験
者

の
話
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

水
野　

ち
ょ
っ
と
補
足
し
て
お
話
し
し
ま
す
。
満
洲

国
に
は
日
本
人
も
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
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日
本
人
の
教
育
は
、
満
洲
国
が
経
営
す
る
学
校
で
は

な
く
て
、
日
本
政
府
の
管
轄
下
に
運
営
さ
れ
る
学
校

で
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
人
の

学
校
は
、
一
部
は
日
本
政
府
の
管
轄
の
下
に
あ
り
ま

し
た
が
、
大
半
は
満
洲
国
政
府
の
管
轄
に
移
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
満
洲
国
と
い
う
国
の

中
で
、
同
じ
日
本
国
籍
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
で
は
、
教
育
の
面
で
も

差
別
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
、
同
じ
帝
国
臣
民
だ
と
い
っ
て

い
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
は
区
別
、
差
別
を
設
け
る

と
い
う
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

司
会
（
小
林
）　

水
野
先
生
へ
の
質
問
は
ま
だ
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
全
体
的
な
討
論
に
関
す
る
も
の
は

後
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
う

一
つ
、「
い
わ
ゆ
る
北
朝
鮮
バ
ッ
シ
ン
グ
が
行
わ
れ

て
い
る
中
で
、
今
回
の
国
立
大
学
受
験
資
格
問
題
も
、

朝
鮮
学
校
の
み
が
各
大
学
の
個
別
認
定
と
い
う
形
で

終
結
し
ま
し
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
先
生
の
ご
意

見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
い
う
質
問
で
す
。

水
野　

朝
鮮
学
校
卒
業
者
に
つ
い
て
は
個
別
審
査
と

い
う
形
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
部
科
学
省

の
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
や
は

り
不
当
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
改
善
す

る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
九
月
か
ら
現
在
ま
で
の
時
点
で
、
朝
鮮
学

校
の
出
身
者
・
卒
業
予
定
者
が
す
べ
て
の
国
立
大
学

に
受
験
資
格
認
定
の
申
請
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
か

な
り
の
比
率
で
認
定
書
が
届
い
て
い
ま
す
。
最
終
的

に
は
恐
ら
く
八
、
九
割
ま
で
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
今
年
度
認
め
た
な
ら
、
来
年
度
も
た
ぶ

ん
認
め
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
が
主
張
し
て
き
た
の
は
、
専

修
学
校
に
認
め
る
受
験
資
格
の
基
準
を
、
朝
鮮
学
校

や
そ
の
ほ
か
の
外
国
人
学
校
に
も
適
用
せ
よ
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
立
大
学
が
受

験
資
格
の
審
査
基
準
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

専
修
学
校
の
認
定
要
件
に
準
拠
し
て
受
験
資
格
を
認

め
る
こ
と
に
し
た
大
学
も
い
く
つ
か
出
て
き
て
い
ま

す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
学
校
単

位
で
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
相
当

改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
今
後
改

善
す
べ
き
点
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

司
会
（
小
林
）　

水
野
先
生
へ
の
個
別
的
な
質
問
の

幾
つ
か
に
つ
い
て
は
、
後
半
の
部
分
で
お
話
し
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
佐
藤
先
生
に
質
問
が
三
つ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
日
本
人
学
校
に
つ
い
て
で
す
が
、
ま
ず
、

「
日
本
人
学
校
や
補
習
校
を
選
択
し
な
い
親
が
ふ
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
そ
の
延
長
線
と
し

て
、
日
本
に
戻
っ
た
場
合
も
日
本
の
公
立
学
校
な
ど

よ
り
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
選
択
す

る
人
が
ふ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
も
し
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ど

う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
の
質
問
と
比
較
的
関
連
が
あ
り
ま

す
が
、「
日
本
人
学
校
の
卒
業
生
は
、
現
地
の
進
学
校

を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本

人
学
校
は
現
地
の
国
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な

の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。

　

さ
ら
に
、
き
ょ
う
の
主
題
で
あ
る
日
本
人
性
に
引

き
つ
け
て
、「
補
習
校
や
日
本
人
学
校
の
現
場
の
教

員
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
、
何
か
お
話
を
聞
け
た

ら
あ
り
が
た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
い
う
質
問
で
す
。

佐
藤　

時
間
の
都
合
上
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ス
ク
ー
ル
の
話
は
割
愛
し
ま
し
た
。
結
論
か
ら
言
い

ま
す
と
、
帰
国
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
外
国
人
学
校

や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
行
く
傾
向

は
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
外
国
人
学

校
は
、
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
あ
り
ま
す
。
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一
つ
は
、
水
野
先
生
が
話
を
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

民
族
学
校
で
す
。
朝
鮮
学
校
、
そ
れ
か
ら
中
華
学
校
、

こ
れ
に
は
台
湾
系
と
大
陸
系
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

か
ら
、
韓
国
学
校
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
母
国
の
教
育
を
ほ
ど
こ
す
た
め
の

外
国
人
学
校
で
す
。
た
ぶ
ん
皆
さ
ん
が
聞
か
れ
た
こ

と
が
多
い
の
は
、
日
仏
学
院
、
ド
イ
ツ
学
園
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
人
学
校
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
学
校
だ
と
思
い

D
epart-

ま
す
が
、
一
番
数
が
多
い
の
は
、
Ｄ
ｏ
Ｄ
（ 
       

m
entofD

efense

 
        
      
）
ス
ク
ー
ル
と
言
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
国
防
省
所
管
の
学
校
で
、
日
本
の
米
軍
基
地
の
中

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
数
が
多
く
て
、
世
界

で
一
六
〇
校
ぐ
ら
い
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本

に
も
三
〇
校
近
く
あ
り
ま
す
。
Ｄ
ｏ
Ｄ
ス
ク
ー
ル
を

除
い
た
外
国
人
学
校
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ

て
き
た
日
本
人
が
日
仏
学
院
に
行
く
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

　

そ
し
て
第
三
が
、
多
国
籍
・
多
民
族
か
ら
な
る
学

校
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
各
種
学
校
扱
い
と
し
て
都
道

府
県
で
認
定
さ
れ
て
い
る
学
校
と
、
各
種
学
校
と
し

て
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
学
校
が
あ
り
ま
す
。
帰
国

し
た
子
ど
も
た
ち
が
非
常
に
多
く
行
っ
て
い
る
の
は
、

国
際
学
校
の
、
各
種
学
校
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る

学
校
な
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
イ

ン
・
ジ
ャ
パ
ン
と
い
う
の
が
東
京
の
調
布
に
あ
っ
て
、

そ
の
学
校
は
非
常
に
子
ど
も
の
数
が
多
い
の
で
す
が
、

子
ど
も
た
ち
の
二
〇
％
弱
ぐ
ら
い
は
日
本
国
籍
の
子

ど
も
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
渋
谷
に
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ス
ク
ー
ル

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
サ
ッ
チ
ャ
ー
さ
ん

が
来
日
し
た
お
り
、
そ
の
開
校
が
実
現
し
た
も
の
で
、

イ
ギ
リ
ス
政
府
の
資
金
援
助
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
五
〇
％
は
英
国
の
国
籍
を
持
っ
た

子
ど
も
で
す
が
、
残
り
の
五
〇
％
は
多
国
籍
の
子
ど

も
で
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
二
〇
％
ぐ
ら
い
在
籍

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

帰
国
生
だ
け
で
は
な
く
て
、
小
学
校
の
段
階
か
ら

そ
う
い
う
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
を
選

ぶ
人
た
ち
が
ふ
え
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
私

は
選
択
肢
が
多
様
化
す
る
の
は
と
て
も
い
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
は
数
多
く

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
実
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ス
ク
ー
ル
に
は
、
文
部
科
学
省
の
ほ
う
か
ら
、

今
年
四
月
に
日
本
の
学
校
の
受
験
資
格
を
認
め
よ
う

と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
そ
れ
が
撤
回

さ
れ
ま
し
た
。
私
が
聞
い
て
い
る
話
は
、
文
部
科
学

省
は
朝
鮮
学
校
も
含
め
て
認
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

い
わ
ゆ
る
文
教
族
の
強
い
圧
力
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ

た
と
い
う
話
で
す
。
事
実
か
ど
う
か
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　

た
だ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
側
か

ら
い
う
と
、
一
条
校
と
し
て
認
め
ろ
と
は
言
っ
て
い

ま
せ
ん
。
大
学
受
験
資
格
と
一
条
校
の
問
題
は
別
で

す
。
多
く
の
制
約
が
あ
る
一
条
校
と
し
て
認
め
て
ほ

し
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
条
校
に
な

る
と
、
教
育
課
程
編
成
な
ど
に
も
か
な
り
介
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。
大
学
入
学
資
格
を

認
め
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
、
教
育
の
助
成
を
し
て
ほ

し
い
、
特
に
財
政
的
な
補
助
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う

こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
は
受
益
者
負

担
で
す
か
ら
、
そ
の
一
番
大
き
な
問
題
と
い
う
の
は
、

と
に
か
く
学
費
が
高
い
こ
と
で
す
。
た
ぶ
ん
平
均
す

る
と
一
人
年
間
一
二
〇
万
か
ら
一
五
〇
万
ぐ
ら
い
か

か
り
ま
す
。
こ
こ
に
子
ど
も
を
や
る
に
は
負
担
が
大

変
で
す
。
学
校
も
親
も
な
か
な
か
経
済
的
に
厳
し
い

状
況
に
あ
る
わ
け
で
、
財
政
的
な
補
助
、
助
成
が
な

い
と
い
う
の
が
問
題
な
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
イ
ン

057 ―――



タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
の
運
営
が
厳
し
く
て
、

二
年
前
、
横
浜
の
学
校
が
一
つ
閉
校
に
な
り
ま
し
た
。

　

朝
鮮
学
校
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル

も
日
本
の
学
校
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

実
は
海
外
に
あ
る
日
本
人
学
校
は
こ
れ
ら
と
同
じ
立

場
の
民
族
学
校
な
の
で
す
。
そ
の
所
在
国
に
よ
っ
て

法
的
な
位
置
付
け
が
全
く
違
い
ま
す
。
中
東
地
域
で

は
ほ
と
ん
ど
が
大
使
館
付
属
に
な
っ
て
い
て
、
治
外

法
権
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
水
泳
を
や
る

に
も
、
男
の
子
と
女
の
子
は
プ
ー
ル
に
一
緒
に
入
れ

な
い
と
か
、
も
の
す
ご
く
厳
し
い
条
件
が
つ
け
ら
れ

る
の
で
、
大
使
館
付
属
と
し
て
治
外
法
権
の
も
と
で

や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

バ
ン
コ
ク
の
日
本
人
学
校
は
、
現
地
の
高
校
に
進

学
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
校
長
先
生
は
二
人
お
ら
れ

て
、
日
本
か
ら
行
く
人
と
現
地
の
人
が
校
長
先
生
を

や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
小
学
校
一
年
生

か
ら
週
二
時
間
ず
つ
、
タ
イ
人
の
先
生
に
よ
る
タ
イ

語
の
授
業
が
あ
り
ま
す
。
教
育
課
程
へ
の
介
入
も
あ

る
わ
け
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
も
同
様
で
日
本
人
学
校
は
シ
カ
ゴ
と
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
二
校
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
二
つ

の
学
校
と
も
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
持
っ
た
人
が
ア
メ

リ
カ
史
と
英
語
を
教
え
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
条
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件
に
な
っ
て
い
ま
す
。
原
則
的
に
は
ア
メ
リ
カ
の
学

校
に
進
学
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
現
実
に
は
進
学
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

ま
せ
ん
。
日
本
人
学
校
で
は
日
本
語
で
授
業
を
や
り

ま
す
か
ら
、
タ
イ
語
も
英
語
も
あ
ま
り
で
き
な
い
の

で
、
基
本
的
に
は
進
学
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実

情
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
補
習
授
業
校
に
つ
い
て
話
を
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
子
ど
も
の
数
が
一
〇
〇
人
に
な
る
と
、
日

本
か
ら
一
人
、
教
員
を
派
遣
す
る
ん
で
す
。
四
〇
〇

人
で
二
人
、
八
〇
〇
人
に
な
る
と
三
人
に
な
る
。
た

だ
し
、
派
遣
さ
れ
た
先
生
は
管
理
職
で
す
。
通
常
子

ど
も
た
ち
と
接
し
て
い
る
先
生
方
は
現
地
採
用
と
言

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
先
生
で
す
。
現

地
で
働
く
た
め
に
は
就
労
ビ
ザ
が
必
要
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
国
際
結
婚
を
し
て
永
住
権
を
持
っ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
向
こ
う
の
国
籍
を
持
っ
て
い
る
方
が

大
半
で
す
。
自
分
の
子
ど
も
は
第
一
言
語
が
英
語
だ

っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
現
地
採
用
の
先
生
方
は
、

「
日
本
人
」
を
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
か

な
り
抵
抗
を
覚
え
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら
食
べ
る
た

め
に
働
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
ジ
レ

ン
マ
の
中
で
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
い

た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
政
府
は
、
日
本
人
学
校
の
派
遣
教
員

は
八
割
し
か
充
足
し
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
一
〇

人
必
要
な
と
こ
ろ
に
八
人
し
か
送
ら
な
い
ん
で
す
。

残
り
の
二
人
は
ど
う
す
る
か
と
い
え
ば
、
現
地
の
ス

タ
ッ
フ
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
先

生
が
教
育
に
対
す
る
問
題
提
起
を
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
校
の
中
で
の
対
立
が
起
き
る
ケ
ー
ス
も
あ

れ
ば
、
派
遣
さ
れ
た
先
生
が
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て

現
地
の
先
生
と
解
決
す
る
中
で
、
お
も
し
ろ
い
実
践

を
や
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
、
実
態
は

か
な
り
ば
ら
ば
ら
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ほ
う
が

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
つ
お
も
し
ろ
い
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

私
た
ち
の
世
界
の
中
で
、
臨
界
期
仮
説
と
い
う
こ
と

を
よ
く
言
う
ん
で
す
。
九
歳
か
ら
一
四
〜
一
五
歳
の

間
に
ど
こ
で
異
文
化
体
験
を
し
た
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
後
の
対
人
関
係
の
取
り
方
が
違
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
仮
説
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
結
婚
な
ど
を
さ
れ
て
、
長

い
こ
と
ア
メ
リ
カ
に
い
る
方
た
ち
は
日
本
国
籍
を
持

っ
て
い
て
も
、
明
ら
か
に
対
人
関
係
の
取
り
方
が
違

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
先
生
方
は
高
等
教

育
を
日
本
で
受
け
た
後
に
海
外
に
出
る
ケ
ー
ス
が
多

い
の
で
す
が
、
対
人
関
係
の
取
り
方
が
ま
る
き
り
違

う
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
か
ら
す
る
と
、
日
本
人
学

校
な
り
補
習
授
業
校
の
教
員
の
構
成
そ
の
も
の
も
非

常
に
多
様
だ
し
、
そ
の
中
で
の
対
人
関
係
も
非
常
に

ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
定
の
枠
組
み
の
中

で
押
さ
え
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
八
〇
年
代
か
ら

急
激
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
噴
出
し
て
い
く
中
で
多

様
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
枠
組
み

の
も
と
で
は
、
補
習
授
業
校
の
運
営
が
む
ず
か
し
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
も
事
実
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

司
会
（
小
林
）　

非
常
に
興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
の
お
答
え
の
中
で
、
随
所
に
国
籍
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
児

島
先
生
に
対
す
る
質
問
の
ほ
う
に
移
っ
て
い
き
ま
す

が
、
先
ほ
ど
の
質
問
者
の
方
か
ら
、「
日
本
国
憲
法
の

「
国
民
は
」
云
々
と
い
う
、
こ
の
条
文
を
読
む
と
、
国

籍
を
持
つ
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
、
つ
ま
り
国
民
と
い

う
の
は
国
籍
を
持
つ
人
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
う
す

る
と
教
育
は
国
籍
を
持
つ
者
へ
の
恩
恵
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
恩
恵
で
な
く
な
る
契
機
は
全
く
別
の
次

元
の
よ
う
に
思
う
が
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
」
と
、
教

育
基
本
法
に
関
連
す
る
質
問
も
出
て
お
り
ま
す
が
、
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児
島
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

児
島　

ご
質
問
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す

が
…
…
。

司
会
（
小
林
）　

そ
れ
で
は
、
ご
質
問
を
も
う
少
し
か

み
砕
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

質
問
者　

水
野
先
生
の
資
料
の
六
ペ
ー 
ジ 
に
も
あ
り

　

＊

ま
す
よ
う
に
、
憲
法
も
教
育
基
本
法
も
、
ど
ち
ら
も

「
国
民
は
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ふ

だ
ん
そ
れ
を
我
々
は
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
見

過
ご
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
き
ょ
う
の
よ
う
な
お

話
を
伺
い
ま
す
と
そ
こ
が
気
に
な
っ
て
き
て
、
ど
こ

の
国
に
も
憲
法
が
あ
る
わ
け
で
、「
国
民
は
」
と
い
う

の
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
ど

こ
の
国
で
も
共
通
に
国
籍
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
国
籍
が
あ

る
人
に
は
、
政
府
な
り
、
あ
る
い
は
国
民
全
体
と
し

て
、
親
は
子
ど
も
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
が
あ

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
国
籍
が
違
え
ば
そ
う
し
な

く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
な
る
と
、
児
島
先
生
の
レ
ジ
メ
に
「
恩
恵
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
余
裕
が
な
い
国
は

恩
恵
を
か
け
な
く
て
も
い
い
、
豊
か
な
国
は
大
い
に

や
る
、
と
い
う
の
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は

な
い
と
し
た
ら
、「
国
民
は
」
と
い
う
万
国
共
通
の
言

葉
と
は
違
っ
た
何
か
が
な
い
と
、
地
球
に
生
き
て
い

る
子
ど
も
た
ち
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
教
育
を
受
け
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
の
共
通
理
解
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。

　

さ
ら
に
言
い
ま
す
と
、
国
連
の
よ
う
な
も
の
を
通

し
て
、
共
通
理
解
が
で
き
て
く
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、

今
は
国
連
自
体
も
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
暇

も
な
い
よ
う
で
す
。

児
島　

そ
も
そ
も
教
育
基
本
法
の
中
の
「
国
民
は
」

と
い
う
主
語
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
、
非
常
に

大
き
な
問
題
で
す
。
今
の
ご
質
問
に
ど
う
答
え
て
い

い
の
か
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す

が
、
私
な
り
に
答
え
ら
れ
る
範
囲
で
お
答
え
し
ま
す
。

　

国
籍
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
教
育
の
条
件
、
対
応

の
仕
方
に
差
別
を
設
け
る
と
い
う
あ
り
方
に
関
し
て

は
、
法
律
上
、
国
民
と
い
う
の
を
国
籍
を
持
つ
者
と

い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う

の
も
、
あ
る
意
味
で
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
国
民
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の

を
と
ら
え
直
し
て
、
例
え
ば
教
育
基
本
法
に
お
け
る

「
国
民
は
」
と
い
う
主
語
そ
の
も
の
を
変
え
て
い
く

と
い
う
よ
う
な
次
元
の
問
題
が
、
非
常
に
大
き
な
問

題
と
し
て
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
問
題
な
の
で
す
が
、
私
は
基
本
的
に
、
教

育
の
中
の
非
常
に
泥
く
さ
い
と
こ
ろ
に
立
ち
な
が
ら
、

外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
の
問
題
を
考
え
て
い
く
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
、
今
ま
で
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
い
ま

す
。
法
と
い
う
の
は
教
育
現
場
に
お
い
て
も
大
き
な

前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
先
生
に
よ
っ
て
は
例

え
ば
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
日
本
人
の

子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
ま
と
も
に
対
応
す
る
必
要
は

な
い
ん
だ
、
外
国
籍
の
子
ど
も
に
関
し
て
は
、
教
育
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は
親
の
義
務
で
は
な
い
し
、
子
ど
も
の
権
利
で
も
な

い
み
た
い
な
言
い
方
を
す
る
人
も
出
て
き
ま
す
。
で

す
が
、
一
方
で
は
日
本
は
子
ど
も
の
権
利
条
約
や
国

際
人
権
規
約
な
ど
を
批
准
し
て
い
て
、
内
外
人
平
等

の
原
則
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
て
い
る
国
と
し
て
、

学
校
に
受
け
入
れ
た
外
国
籍
の
子
ど
も
や
、
そ
も
そ

も
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
非
常
に
多
く
み
ら
れ
る

実
際
に
は
学
校
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な

い
、
い
わ
ゆ
る
不
就
学
の
子
ど
も
た
ち
の
、
教
育
を

受
け
る
権
利
を
い
か
に
保
障
し
て
い
く
か
と
い
う
観

点
は
、
決
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
法
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
も
あ
り

ま
す
し
、
現
場
の
先
生
た
ち
が
日
常
的
な
教
育
実
践

の
中
で
対
応
し
て
い
く
べ
き
問
題
も
数
多
く
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　
「
恩
恵
」
と
し
て
受
け
入
れ
て
や
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
前
面
に
出
れ
ば
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
例

え
ば
勉
強
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
学
習
意
欲
を
示
せ

な
か
っ
た
り
、
学
校
で
友
人
関
係
が
う
ま
く
つ
く
れ

な
か
っ
た
り
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
に
対
し
て
き
ち

ん
と
し
た
対
応
を
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
問
題
を
個
人

に
帰
す
る
風
潮
が
事
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
て
も
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
は
、
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
が
社
会
的
な
構
造
の

中
で
明
ら
か
に
非
常
に
不
利
な
条
件
下
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
言
語
が
異
な
る

と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
日
本
で
ず
っ

と
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
日
本
人
の
子
ど
も
た
ち

で
あ
れ
ば
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
習
得
し
て
い
る
、

友
達
と
の
関
係
の
持
ち
方
と
か
、
教
師
に
対
す
る
関

係
の
取
り
方
だ
と
か
、
学
習
に
お
け
る
構
え
で
あ
る

と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
は

必
ず
し
も
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
習
得
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

学
校
で
は
学
習
意
欲
の
欠
如
と
い
う
こ
と
で
、
個

人
化
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
に
し
て
も
、
例
え

ば
親
自
身
に
十
分
な
学
校
経
験
が
な
い
た
め
に
、
家

庭
が
学
び
の
姿
勢
そ
の
も
の
を
子
ど
も
に
伝
え
る
場

と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
社
会

的
・
文
化
的
背
景
の
中
で
結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る

事
象
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う

し
た
不
利
な
面
と
い
う
の
が
一
体
ど
こ
に
あ
り
、
何

に
起
因
し
て
い
る
の
か
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。

　

学
校
を
卒
業
し
て
社
会
に
出
た
場
合
で
あ
れ
ば
、

外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
は
日
本
社
会
の
中
で
明
ら
か

に
不
利
な
位
置
に
身
を
お
か
ざ
る
を
え
な
い
現
実
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
現
実
そ
の
も
の
は
そ
う

簡
単
に
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
の
現
実
に
対
し
て
対
応
し
て
い
け
る
だ
け
の

力
を
い
か
に
つ
け
て
い
け
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
、
学
校
教
育
の
中
で
の
不
利
な
状
況
が
よ
り
い

っ
そ
う
不
利
な
も
の
に
な
る
と
い
っ
た
結
果
を
い
か

に
し
て
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
あ
た

り
で
、
実
は
現
場
の
先
生
方
の
実
践
と
い
う
も
の
が

問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会
（
岩
間
）　

児
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ

た
の
は
、
法
的
解
釈
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
お
い

た
と
し
て
も
、
実
際
に
外
国
籍
の
子
ど
も
を
日
本
の

学
校
に
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
子
ど
も
た

ち
が
社
会
構
造
の
中
で
不
利
な
条
件
に
お
か
れ
て
い

る
以
上
、
子
ど
も
た
ち
の
実
状
に
あ
っ
た
対
応
を
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

児
島　

法
的
な
問
題
が
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
す
が
、
時
間
を
要
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て

何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
現
場
の
先
生
方

は
、
大
変
な
思
い
を
し
な
が
ら
実
は
頑
張
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

水
野　

法
的
な
話
に
ち
ょ
っ
と
戻
し
て
、
私
か
ら
簡
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単
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
と

教
育
基
本
法
の
条
文
を
私
が
資
料
と
し
て
配
布
し
て

お
き
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
だ
け
説
明
を

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

憲
法
第
一
四
条
の
言
葉
遣
い
と
教
育
基
本
法
第
三

条
の
言
葉
遣
い
が
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。「
国
民
は
」
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
と
、

そ
の
後
に
出
て
く
る
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会

的
身
分
、
経
済
的
地
位
又
は
門
地
に
よ
っ
て
、
教
育

上
差
別
さ
れ
な
い
」
と
、
全
く
同
じ
言
葉
で
書
か
れ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は
憲
法
の
制
定
過
程
に
大

き
な
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

　

最
初
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
作
成
し
た
案
で
は
、「
国
民
は
」
の

と
こ
ろ
は
、「
す
べ
て
の
人
は
」
と
な
っ
て
い
た
ん
で

す
。
す
べ
て
の
人
は
差
別
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な

条
文
で
あ
っ
た
の
を
、
日
本
政
府
が
「
国
民
は
」
と

書
き
か
え
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
問
題
点
が

あ
る
。
こ
れ
は
一
九
四
六
年
の
こ
と
で
す
が
、
当
時

日
本
政
府
は
、
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
は
国
民
に
限

る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
意
志
を
持
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

相
当
抵
抗
し
た
た
め
、
結
局
日
本
政
府
の
案
が
通
っ

た
の
で
す
。
そ
の
憲
法
に
基
づ
い
て
教
育
基
本
法
も

定
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
制
定
過
程
の
問
題
点
が
一
つ
あ
る
の

と
、
他
方
で
は
、「
す
べ
て
国
民
は
」
と
書
か
れ
て
い

て
も
、
じ
ゃ
あ
国
民
以
外
の
人
に
対
し
て
そ
の
権
利

を
認
め
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
多
く
の
憲
法
学
者
の

学
説
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
裁
判
所
は
そ

こ
は
ま
だ
認
め
て
い
な
い
の
で
、
確
立
さ
れ
た
学
説

と
は
ま
だ
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

　

教
育
の
問
題
で
い
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
児
島
さ
ん

が
少
し
触
れ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
権
に
関
す
る

国
際
的
な
条
約
、
人
権
規
約
や
子
ど
も
の
権
利
条
約

な
ど
に
は
、
内
外
人
平
等
の
原
則
が
う
た
わ
れ
て
い

て
、
日
本
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
原
則
を
踏
ま
え
て
教
育
基
本
法
の
条
文
も

解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

司
会
（
小
林
）　

今
、
水
野
先
生
の
ほ
う
か
ら
、
法
解

釈
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現

行
法
に
も
い
ろ
い
ろ
な
無
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

変
え
る
と
言
っ
て
も
、
リ
フ
ォ
ー
ム
だ
け
で
は
な
く

て
、
解
釈
論
的
な
対
処
と
い
う
方
法
も
あ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
に

よ
っ
て
日
本
国
籍
を
失
っ
た
在
日
コ
リ
ア
ン
の
人
た

ち
は
、
こ
れ
は
法
律
で
は
な
く
通
達
で
も
っ
て
そ
の

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
法

律
論
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
制
度
と
し
て
の
現
行
の

日
本
の
教
育
、
あ
る
い
は
学
校
と
い
う
も
の
が
従
来

の
や
り
方
を
踏
襲
す
る
の
は
限
界
に
来
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
海
外
の
日
本
人
学
校
の
中
で
も
大
き
な

変
化
が
出
て
き
て
、
そ
の
中
か
ら
、
他
国
、
他
民
族

と
の
出
会
い
を
い
ち
早
く
他
者
化
す
る
こ
と
で
日
本

の
人
材
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た
と
こ
ろ
に
ほ
こ
ろ

び
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘

が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
文
化
中
心
主
義

の
問
題
と
か
、
他
者
化
す
る
側
の
問
題
性
の
自
覚
、

学
び
と
多
元
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
、
さ
ら

に
関
係
性
の
問
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
お
話
が
あ
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
教
育
、
学
校
と
い
う
現

場
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
生
徒
と
し
て
、
あ
る

い
は
教
師
と
し
て
新
し
く
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
外
国
か
ら
の
出
身
者
、
あ
る
い
は
そ

の
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の

よ
う
に
日
本
人
と
血
統
的
な
関
係
を
持
つ
け
れ
ど
も
、

国
籍
は
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
人
ま
で
、
急
速
に
増

え
つ
つ
あ
る
と
い
う
多
様
化
の
中
で
、
国
民
教
育
自

――― 062



体
を
も
う
一
度
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
局
面

に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
痛
感
さ
れ
ま
す
。

　

あ
と
お
二
方
か
ら
質
問
が
出
て
お
り
ま
す
の
で
、

か
い
つ
ま
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
学
生
か
ら
の
質
問
で
す
。「
現
代
日
本
は
ニ

ュ
ー
カ
マ
ー
が
多
く
住
む
よ
う
に
な
り
、
移
民
国
家

と
し
て
の
資
質
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
私
は
大
学
に
お
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
在
日
外

国
人
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
経
て
き
た
中
で
、

こ
う
し
た
他
者
を
理
解
し
、
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

み
ず
か
ら
を
理
解
、
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
相
手
が
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
だ
か
ら
な
る
べ
く
ふ
だ
ん
ど
お
り
に
接
す
る
な
ど

と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
相
手
の
立
場
、
信
条
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の
を
自
分
の
中
で

受
け
入
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
現
在

の
日
本
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
国
民
性

と
い
う
主
題
を
取
り
扱
う
よ
う
な
状
況
が
ど
れ
だ
け

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
と
い
う
国
家
が
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
は
じ
め
と
し
た
少
数
派
の

立
場
と
い
う
も
の
を
本
気
で
意
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

幼
い
こ
ろ
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
の
交
流
や
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
」。
こ
れ
は
提
案
も
含
め

て
の
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
水
野
先
生
、
佐
藤
先
生
、
児
島
先
生

に
、
そ
れ
ぞ
れ
質
問
が
出
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
水
野
先
生
に
は
、「
国
民
教
育
と
い
う
固
定

的
枠
組
み
を
打
破
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
案
を
お
持
ち
で
す
か
。
ロ
ー
カ
ル
レ
ベ
ル
で
行

動
で
き
る
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質

問
で
す
。

　

次
に
、
佐
藤
先
生
に
は
、「
多
元
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
つ
い
て
は
私
も
賛
成
で
す
。
帰
国
子
女
と
特

別
視
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
、
日
本
人
か
何
々
人
か
、

も
し
く
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
選
択
可
能
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
が
、
同

時
に
周
囲
の
人
々
が
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

形
を
認
め
る
こ
と
も
早
急
に
要
求
さ
れ
る
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
は
文
化
の
概
念
を
変
え
る
こ
と
か
ら
始

め
な
い
と
い
け
な
い
が
、
今
現
在
、
日
本
の
学
校
で

は
ど
の
よ
う
な
実
践
が
可
能
な
の
か
」
と
い
う
異
文

化
間
教
育
の
実
践
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
ち
ょ
っ
と
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
た
質
問
と
の
こ
と

で
す
が
、
第
二
言
語
習
得
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
、

C
ognitive/A

cadem
ic
Language

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｐ
（ 
          
     
            

Proficiency

           
）
を
育
て
る
こ
と
は
重
要
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
も
少
し
補
足
的
に
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

　

児
島
先
生
に
は
、「
私
も
実
際
に
日
本
語
教
室
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
語
教

室
が
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
、
自
分
と
い
う
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
先
生
が

指
摘
さ
れ
た
教
員
の
持
つ
ゆ
が
ん
だ
個
人
主
義
像
、

あ
る
い
は
差
異
を
利
用
す
る
、
使
い
分
け
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
に
も
、
一
刻
も
早
い
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
ま
た
再
研
修
の
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
が
出
て
お
り
ま

す
。

　

お
二
方
か
ら
の
質
問
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
学

校
と
教
育
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い

る
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
に
、
今
後
、
日
本
の
教
育

あ
る
い
は
学
校
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
方
向
性

に
進
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
し
可

能
で
あ
れ
ば
言
及
し
て
い
た
だ
い
て
、
質
問
に
も
お

答
え
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
水
野
先
生
か
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

水
野　

国
民
教
育
と
い
う
枠
組
み
を
打
破
す
る
た
め

に
、
具
体
的
に
何
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
は
立
場
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
先

生
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
、
保
護
者
の
立
場
で
で
き
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る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
そ
の
取
っ
か
か
り
と
し
て
、
恐
ら
く
ほ
と

ん
ど
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
国
際
理
解
教
育
な
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い

る
の
は
外
国
の
文
化
も
少
し
は
勉
強
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
程
度
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
異
文
化
を
持
つ
人
と
の
具
体
的
な
接

触
の
場
に
変
え
て
い
く
、
小
学
校
レ
ベ
ル
か
ら
そ
う

い
う
機
会
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ

ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
国
際
理
解
教
育
と
い
う
と
こ
ろ
で
と
ど

ま
っ
て
い
た
の
で
は
、「
国
民
教
育
」
の
枠
組
み
は
打

破
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
佐
藤
先
生
が
お
話
し

に
な
っ
た
と
お
り
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
教
師
の
立

場
、
あ
る
い
は
保
護
者
と
し
て
学
校
に
要
求
す
る
立

場
か
ら
、
授
業
の
中
身
を
変
え
て
い
く
と
い
う
地
道

な
取
り
組
み
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、「
日
の
丸
」「
君
が
代
」

と
い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
を
や

れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
名
案
は
私
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

司
会
（
岩
間
）　

そ
れ
で
は
続
け
て
、
佐
藤
先
生
。
先

ほ
ど
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
「
新
し
い
教
育
の
あ

り
方
」
に
つ
い
て
の
ご
意
見
も
併
せ
て
お
話
し
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

佐
藤　

先
ほ
ど
の
学
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は

そ
の
と
お
り
で
、
大
変
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
一
つ
、
こ
う
い
う
場
で
私
た
ち
は
制

度
改
革
を
含
め
た
議
論
を
考
え
て
い
か
な
い
と
、
も

う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
い
う
の
は
、

公
の
分
裂
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
も
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
国
の
対
応
が
圧
倒
的
に
お
く
れ
て
い
て
、

地
方
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
地
方
の
ほ
う
に
そ
れ
を
整
え
る
枠
組
み

が
で
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
結
局
、
国
が
お

く
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
国
民
教
育
と
い
う
フ
レ

ー
ム
と
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
な
の

で
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
制
度
改
革
を
含
め
た
議

論
が
必
要
だ
と
い
う
点
で
す
。

　

例
え
ば
朝
鮮
学
校
を
日
本
の
学
校
教
育
と
ど
う
関

連
づ
け
て
い
く
の
か
と
い
う
と
き
に
、
同
化
す
る
の

で
は
な
く
、
一
体
ど
の
よ
う
な
制
度
改
革
が
そ
こ
で

必
要
な
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
の
方
の
お
話
で
す
け
れ
ど

も
、
周
囲
の
人
間
が
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

形
を
認
め
る
こ
と
が
早
急
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
異
文
化
体

験
の
質
は
、
個
人
が
選
択
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
ね
。
例
え
ば
同
化
と
か
統
合
と
か
、
よ
く
言
わ

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
つ
の
文
化
を
も
つ
に
は
そ
れ

を
認
め
る
シ
ス
テ
ム
が
な
け
れ
ば
、
実
現
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

児
島
さ
ん
が
「
心
理
主
義
化
」
と
い
う
ふ
う
に
書

い
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
留
学
生
と

接
す
る
機
会
が
多
い
の
で
す
が
、
留
学
生
が
適
応
で

き
な
い
と
い
う
の
は
、
決
し
て
個
人
の
問
題
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
適
応
で
き
な
い
と
す
ぐ
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
違
い

ま
す
。
留
学
生
の
適
応
は
周
り
の
問
題
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
周
り
に
受
け
入
れ
る
素
地
が
な
か

っ
た
ら
適
応
で
き
な
い
と
い
う
話
を
よ
く
す
る
ん
で

す
。
で
す
か
ら
、
周
囲
の
問
題
と
、
制
度
改
革
を
含

め
た
議
論
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
、

第
二
言
語
を
ど
う
習
得
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
学

習
言
語
能
力
を
ど
う
育
て
て
い
く
の
か
と
い
う
の
は

す
ご
く
大
事
な
の
で
す
が
、
補
習
校
や
日
本
人
学
校

が
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
日
本
語
を
教
育
す
る
場

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
子
ど
も
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ

う
す
る
と
、
日
本
人
学
校
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
学
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習
指
導
要
領
に
準
拠
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
話
が
出
ま
し
た
日
本
の
国
際

理
解
教
育
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
前
、
高
齢
者
の
授
業
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最

近
の
日
本
の
学
校
の
授
業
は
意
外
と
工
夫
さ
れ
て
い

て
、
高
齢
者
の
授
業
を
国
際
理
解
教
育
で
、
共
生
と

い
う
視
点
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

疑
似
体
験
で
ひ
じ
や
ひ
ざ
に
重
り
を
つ
け
て
階
段

を
上
ら
せ
た
り
、
そ
れ
か
ら
、
視
野
を
狭
く
す
る
帽

子
を
か
ぶ
ら
せ
た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
実
践
を
や
っ
て

い
く
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
子
ど
も
た
ち
が
す
ご
く

お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
い
出
し
た
ん
で
す
。
も
し
か

し
た
ら
社
会
が
高
齢
者
を
見
る
目
そ
の
も
の
が
問
題

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
日
本
の
社
会
と
い
い
ま
す
か
、
今
の
社
会

と
い
う
の
は
、「
老
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
極

め
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
。
社
会
全
体
が
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
を
し
て

い
る
と
い
う
問
題
を
私
た
ち
は
考
え
な
く
て
は
い
け

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
授
業
で
や

っ
て
い
た
ん
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
実
践

が
、
関
係
性
を
変
え
て
い
く
た
め
の
実
践
の
一
つ
の

あ
り
方
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

文
化
の
権
力
性
を
無
視
し
た
よ
う
な
形
で
、
た
だ

仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
国
際
理
解
教
育

で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
を
ど
う
つ
け

て
い
く
か
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
実
践

が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
違
っ
た
方

向
性
を
見
出
し
て
い
け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
国
民
教
育
と
い
う
も
の
が
今
か
な
り
揺

ら
ぎ
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

法
解
釈
の
上
で
も
「
国
民
」
と
い
う
も
の
の
解
釈
を

変
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
時
期
に
差
し
か

か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
今
ま

で
前
提
に
し
て
き
た
も
の
を
再
度
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自

体
を
と
ら
え
直
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
図
的
に

や
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

例
え
ば
学
校
の
先
生
方
は
、
外
国
籍
の
子
ど
も
た

ち
に
対
し
て
、
言
葉
が
で
き
な
い
か
ら
と
か
、
文
化

が
違
う
か
ら
と
か
、
よ
く
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
違

う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
文
化

と
い
う
枠
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
そ
の
枠
を
通
し
て
語

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。

　

今
ま
で
前
提
に
さ
れ
て
き
た
「
日
本
人
」
と
か

「
日
本
人
性
」
と
い
う
も
の
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
国
民
で
あ
る
と
か
、
民

族
で
あ
る
と
か
、
文
化
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
今
、
私
た

ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
対

す
る
答
え
と
い
う
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん

が
、
そ
う
い
う
問
題
を
提
起
し
て
、
そ
う
い
う
も
の

を
疑
っ
た
と
き
に
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
そ
の
見

え
て
き
た
も
の
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
、
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
と
て
も
大
事

な
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

司
会
（
岩
間
）　

そ
れ
で
は
最
後
に
児
島
先
生
。
先
ほ

ど
の
質
問
の
中
で
、「
教
員
の
再
研
修
の
必
要
性
」
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
別
の
方
か
ら
も
、
提
言

を
ぜ
ひ
お
話
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
希
望
が
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
、
各

先
生
か
ら
お
答
え
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
私
た
ち

が
承
っ
て
帰
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一

人
一
人
が
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
い
く
た
め
の

種
を
ま
い
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
意
味
が
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
可
能
な
範
囲
で
け
っ
こ
う
で
す
の

で
お
願
い
し
ま
す
。

児
島　

ま
ず
ご
意
見
の
中
で
、
ご
自
身
も
日
本
語
教

室
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
日
本
語
教
室
が
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
確
か
に
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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た
だ
し
、
自
分
と
い
う
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
が
、

日
本
語
教
室
と
い
う
と
こ
ろ
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
現
状
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
教
室

に
来
れ
ば
み
ん
な
で
母
語
で
活
発
に
話
を
し
た
り
、

飛
び
回
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
一
歩
、
そ
こ
を
出

た
世
界
に
お
い
て
は
、
ひ
た
す
ら
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
な
が
ら
、
ま
る
で
別
の
表
情
で
生
活
し
て
い
る

と
い
う
現
状
を
、
私
自
身
も
非
常
に
多
く
目
に
し
て

き
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
学
校
、
さ
ら
に
は
地
域
、
社
会
ま
で
広

げ
て
、
ま
ず
は
学
校
と
い
う
場
全
体
が
自
分
と
い
う

存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
で
あ
る
と
外
国
籍
の
子
ど

も
た
ち
も
思
え
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

　

外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
非

常
に
異
な
っ
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
の

子
ど
も
た
ち
は
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き

り
言
っ
て
答
え
と
言
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何

を
し
た
ら
よ
い
の
か
、
何
を
し
た
ら
よ
い
結
果
が
出

る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う

の
が
現
状
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
私
自
身
も
こ
の
四
月
か
ら
、
あ
る
中
学
校

で
一
つ
の
授
業
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
中
学
校
は
、
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
、
あ
る
い
は
南

米
出
身
の
子
ど
も
た
ち
な
ど
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の

外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
を
抱
え
て
い
る
学
校
な
の
で

す
が
、
そ
こ
で
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
が
日
本
人
の

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
学
び
、
力
を
つ
け
て
い
く
た

め
の
授
業
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
、
実
践
を
通
じ

て
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
授
業
づ
く
り
は
、
現

場
の
先
生
た
ち
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
研
究
者
や
地

域
で
子
ど
も
た
ち
の
学
習
支
援
を
し
て
い
る
方
た
ち

も
含
め
た
形
で
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
授
業
は
、
佐
藤
先
生
が
言
わ
れ
て
い
た
関
係

性
の
組
み
替
え
が
、
学
校
と
い
う
一
つ
の
場
で
い
か

に
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
続
け
て
や
っ
て
い
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
誰
も
答
え
な
ん
て
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
、
こ
う
す
れ

ば
関
係
性
が
組
み
替
え
ら
れ
る
な
ん
て
い
う
も
の
は

誰
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

た
だ
、
で
き
る
と
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
や
っ
た

実
践
に
対
し
て
、
あ
、
こ
れ
は
や
っ
て
は
い
け
な
い

な
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
実
践

の
中
で
わ
か
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
関
係
性
を
組

み
替
え
て
い
く
上
で
、
例
え
ば
関
係
性
を
さ
ら
に
固

定
化
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
為

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
や
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
な
り
ま

す
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
と
に
か
く
徹
底
的

に
洗
い
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
く
中
で
、

か
ろ
う
じ
て
結
果
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
は

い
け
な
い
こ
と
の
間
を
縫
っ
た
、
道
と
は
い
え
な
い

よ
う
な
道
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
か
は
、
進
行
形
の
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、

多
く
の
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
と

し
か
私
に
は
言
え
ま
せ
ん
。

司
会
（
岩
間
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後

に
水
野
先
生
か
ら
、
提
言
に
か
か
わ
っ
て
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

水
野　

ち
ょ
っ
と
だ
け
夢
の
よ
う
な
話
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
日
本
社
会
の
中
で
は
、
日
本
人
の
た
め

の
「
国
民
教
育
」
が
今
は
主
流
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
学
校
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
外
国
人
学
校
を
き
ち
ん
と

制
度
的
・
法
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
一
条
校
と
の
差
別
を
な
く
し
た
上
で
、
日
本

人
も
そ
う
い
う
学
校
に
行
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

朝
鮮
学
校
、
あ
る
い
は
韓
国
学
校
で
も
い
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
私
の
子
ど
も
を
通
わ
せ
て
も
何
ら
不

利
が
な
い
よ
う
な
状
況
に
し
た
い
。
夢
の
よ
う
な
こ

と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
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形
で
の
教
育
を
保
障
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
考
え

て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会
（
小
林
）　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
会
場
の
皆
様
方
も
、
そ
の
先
を
も
う
少
し
具
体

的
に
聞
い
て
み
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
提

案
し
た
い
と
い
う
ご
意
向
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す

が
、
残
念
な
が
ら
時
間
の
ほ
う
が
か
な
り
超
過
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
点
は
司
会
の
不
手
際
を
お
わ

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

懇
親
会
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
場
で
存
分
に

お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
し
、
こ
う
い
っ
た
討
論
の
場

も
、
ま
た
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
司

会
者
と
し
て
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
第
二
部
の
討
論
を
こ
こ
で
終
了
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
水
野
先
生
、
佐
藤
先
生
、
児
島
先

生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

●民族教育の権利事典－来て見て調べて朝鮮学校

http://www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/index.htm
　朝鮮学校の歴史や制度等の豊富な資料の他、受験資格を
認めている大学一覧なども掲載されている。最新の動向に
ついても迅速にアップデートしている。また、関連する研
究論文もダウンロードできる。

●拓殖大学海外事情研究所－華僑ネットワークセンター

http://www.cnc.takushoku-u.ac.jp/̃kakyonet/index.html
　華僑に関する現状と研究動向を紹介する中で教育が取り
上げられている。日本にある中華学校（５校）について、
各学校の教育上の特徴、学生の進路などの概要が紹介され
ている。

●グローバル大学コム

http://www.globaldaigaku.com/global/ja/schoolsearch/index.html
　英語圏での留学を考えている日本人向けのサイトの中に
「日本における国際教育」という項目があり、東京地区（横
浜を含む）のインターナショナルスクールの連絡先や教育
の特徴などの簡単な紹介がある。それ以外の地域の情報に
ついては英語のHPにリンクがはられている。

●東京学芸大学国際教育センター　

http://crie.u-gakugei.ac.jp/
　海外に暮らす日本の児童生徒、海外から帰国した児童生
徒の教育に加えて、日本に在住する外国の児童生徒の教育
に関する専門的な調査・研究、教育に当たる教師の指導と
育成や相談業務などをおこなっている。

関連サイト
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