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は
じ
め
に

『
右
傾
化
・
女
性
蔑
視
・
差
別
の
日
本
の
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
』
を
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。ま

ず
、「
お
じ
さ
ん
」
政
治
と
い
う
本
の
タ
イ
ト
ル
を
み
て
、「
な
ん
だ
？
」
と
思
っ
た
方
も
多
い
は
ず
で
す
。
こ

れ
は
「
中
年
老
年
男
性
」
全
員
を
敵
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

安
倍
政
権
以
降
右
傾
化
や
憲
法
改
正
の
政
策
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
女
性
蔑
視
」
発
言
を
し
た
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
組
織
委
員
会
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
森
喜
朗
会
長
。
こ
の
方
は
総
理
大
臣
の
時
に
も

「
日
本
は
神
の
国
」
と
発
言
し
て
批
判
を
浴
び
ま
し
た
。
ま
た
「
セ
ク
ハ
ラ
と
い
う
罪
は
無
い
」
と
発
言
し
た
り
、
部

落
差
別
発
言
を
し
た
麻
生
元
首
相
。
と
も
に
総
理
大
臣
を
経
験
し
た
重
鎮
た
ち
で
す
。
安
倍
・
菅
政
権
は
、
彼
ら
に

支
え
ら
れ
て
右
傾
化
の
政
策
を
進
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
多
く
の
国
会
議
員
が
加
盟
し
て
い
る
「
日

本
会
議
」
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
日
本
会
議
の
め
ざ
す
も
の
は
「
皇
室
を
敬
愛
し
、
皇
室
を
中
心
に
同
じ
民
族
と
し

て
の
一
体
感
を
い
だ
き
国
づ
く
り
に
い
そ
し
ん
で
き
ま
し
た
」
そ
の
よ
う
な
国
に
も
う
一
度
す
る
。
そ
こ
に
は
戦
前

の
家
父
長
制
度
へ
の
回
帰
志
向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
経
済
の
新
自
由
主
義
政
策
で
す
。
そ

の
原
理
は
競
争
に
敗
れ
た
も
の
は
自
己
責
任
、
貧
困
の
自
己
責
任
で
す
。
あ
た
か
も
平
等
な
競
争
の
結
果
で
あ
る
よ

う
に
し
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
重
鎮
た
ち
に
支
え
ら
れ
た
、
右
傾
化
・
女
性
蔑
視
・
差
別
の
政
治
を
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
と
本
書
で

は
称
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
傍
観
し
て
い
る
人
々
も
同
様
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
お
じ
さ
ん
」
と
称
し
ま
す
が
、
年

齢
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
出
身
地
、
国
籍
、
宗
教
な
ど
全
く
関
係
な
く
、「
お
じ
さ
ん
」
は
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。過

去
か
ら
学
び
、
今
を
直
視
し
、
未
来
を
創
造
す
る

「
別
に
今
は
困
っ
て
な
い
か
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
き

な
間
違
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
が
温
存
さ
れ
て
女
性
蔑
視
、
差
別
な
ど
が
続
く
限
り
、
誰

も
が
い
き
い
き
と
生
き
ら
れ
る
社
会
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に
「
N
O
」
を
突
き
つ
け
、
社
会
変
革
を
願
い
行

動
し
て
い
る
人
々
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
本
書
で
は
現
代
の
「
お
じ
さ
ん
」
的
社
会
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思
考
し
、
行
動
し
て
い
る
よ
り
す
ぐ
り
の
論
人
た
ち
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
え
て
編
者
以
外
は
ジ
ェ
ン
ダ

ー
的
に
は
「
男
性
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
方
々
に
集
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
狙
い
の
一
つ
で
す
。

『
教
育
の
右
傾
化
と
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
』
の
章
は
、
文
部
科
学
省
事
務
次
官
か
ら
教
育
変
革
家
（
と
私
は
し
ま
し

た
）
に
な
ら
れ
て
、
活
動
さ
れ
て
い
る
前
川
喜
平
さ
ん
に
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
現
代
の
日
本
社
会
を
理
解
す
る
上
で
の
「
基
礎
」
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
日
本
社
会
を
「
お
じ
さ
ん
」

化
し
て
き
た
人
々
の
歴
史
と
思
考
を
知
る
に
は
最
適
で
す
。
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はじめに

『
日
本
の
政
治
を
取
り
戻
す
…
…
お
じ
さ
ん
た
ち
か
ら
』
の
章
は
能
川
元
一
さ
ん
。『
日
本
で
は
な
ぜ
レ
イ
シ
ズ
ム
が

理
解
さ
れ
な
い
の
か
』
の
章
は
梁
英
聖
さ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
、
私
が
司
会
を
し
て
い
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
聡
子
の
部

屋
」、
東
京
・
浅
草
田
原
町
の
書
店
（Readin’ W

ritin’ BO
O
K

 STO
RE　

二
〇
一
九
年
一
二
月
か
ら
現
在
も
開
催

中
）
で
の
対
談
を
大
幅
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。

本
書
の
最
後
に
、
編
者
の
梁 

永
山
聡
子
が
、
在
日
朝
鮮
人
三
世
の
社
会
学
者
で
あ
り
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
視
点
か

ら
、
韓
国
と
日
本
の
社
会
運
動
に
つ
い
て
の
言
及
を
し
ま
し
た
。
日
本
と
韓
国
は
隣
国
で
歴
史
的
に
も
繋
が
り
が
長

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
は
韓
国
に
対
す
る
誤
解
と
蔑
視
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
誤
解
と
蔑
視
が
続
く
の
も
「
お

じ
さ
ん
」
政
治
の
結
果
で
す
。
韓
国
の
社
会
運
動
な
ど
を
知
る
こ
と
は
韓
国
へ
の
誤
解
を
解
く
こ
と
に
も
な
る
と
思

い
ま
す
。
一
方
で
日
本
と
韓
国
と
の
文
化
交
流
は
現
在
盛
ん
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
ま
た
日
韓
の
若
い
人
た
ち
は

誤
解
と
蔑
視
に
は
関
係
な
く
文
化
を
通
し
て
新
た
な
関
係
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
そ
れ
ら

も
上
梓
し
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
を
色
々
な
角
度
か
ら
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
読
み
終
わ
っ
た
後
に
、

な
る
ほ
ど
！ 

こ
れ
が
「
お
じ
さ
ん
」
政
治
本
質
か
、
と
理
解
し
、
ど
う
し
た
ら
そ
こ
か
ら
脱
却
し
、
誰
も
が
差
別
さ

れ
ず
に
い
き
い
き
と
生
き
ら
れ
る
社
会
に
な
る
の
か
を
考
え
、
行
動
す
る
素
材
に
な
っ
て
く
れ
た
ら
幸
い
と
思
い
ま

す
。

梁 
永
山
聡
子
（
社
会
学
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
）
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喜
平

一
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年
文
部
省
（
当
時
）
入
省
、
二
〇
一
二
年
文
部
科

学
省
大
臣
官
房
長
、
二
〇
一
三
年
初
等
中
等
教
育
局
長
、
二

〇
一
六
年
文
部
科
学
事
務
次
官
。
二
〇
一
七
年
退
官
。
現
在

は
右
傾
化
を
深
く
憂
慮
す
る
一
市
民
と
し
て
、
ま
た
自
主
夜

間
中
学
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
。
現
代
教
育
行
政
研
究
会

代
表
。
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国
旗
国
歌
の
法
制
化
へ
の
道

は
じ
め
に

聡
子　

前
川
さ
ん
の
著
書
を
読
み
ま
し
た
。
東
京
の
朝
鮮
学
校
の
無
償
化
裁
判
支
援
を
し
て
い
た
の
で
、
前
川
さ
ん

の
朝
鮮
学
校
に
対
す
る
発
言
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
、
日
本
が
右
傾
化
・
レ
イ
シ
ズ
ム
が
台

頭
し
て
い
る
な
か
、
朝
鮮
学
校
の
無
償
化
の
正
当
性
を
発
言
が
で
き
る
の
か
、
も
の
す
ご
く
期
待
し
て
い
る
と
と
も

に
、
疑
問
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
本
日
直
接
前
川
さ
ん
に
聞
け
る
機
会
が
あ
り
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
お
り

ま
す
。
前
川
さ
ん
に
は
、
政
治
家
、
知
識
人
の
発
言
が
右
傾
化
す
る
背
景
な
ど
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
川　

私
は
当
年
六
六
歳
で
（
二
〇
二
一
年
）、
一
九
七
九
年
に
昔
の
文
部
省
に
入
り
ま
し
て
ね
、
ず
っ
と
役
人
や
っ

て
た
と
い
う
だ
け
で
、
自
己
紹
介
と
い
っ
て
も
あ
ん
ま
り
面
白
い
も
の
は
な
に
も
な
い
ん
で
す
。
三
八
年
間
国
家
公

務
員
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
文
部
科
学
省
の
中
で
は
国
会
と
の
関
係
を
調
整
す
る
よ
う
な
仕
事
が
多
か
っ
た

で
す
ね
。
政
治
家
と
付
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
が
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
と

か
、
大
臣
官
房
長
と
か
、
事
務
次
官
も
そ
う
で
す
け
ど
。
こ
う
い
う
仕
事
と
い
う
の
は
政
治
と
付
き
合
わ
ざ
る
を
得

な
い
、
現
場
の
ほ
う
を
向
か
ず
に
永
田
町
ば
っ
か
り
向
い
て
い
る
よ
う
な
仕
事
で
す
ね
。
た
だ
、
現
場
と
繋
が
る
仕

事
と
し
て
は
初
等
中
等
教
育
が
多
か
っ
た
で
す
。
初
等
中
等
教
育
と
い
う
の
は
幼
稚
園
か
ら
高
校
ま
で
の
学
校
教
育
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を
扱
う
仕
事
で
す
け
ど
も
。
そ
の
中
で
、
今
の
高
校
無
償
化
の
中
で
の
朝
鮮
学
校
の
扱
い
な
ん
か
も
担
当
し
ま
し
た

し
、
あ
る
い
は
、
今
で
も
関
わ
っ
て
い
る
仕
事
と
し
て
は
夜
間
中
学
を
応
援
す
る
よ
う
な
仕
事
と
か
ね
。
そ
ん
な
の

を
や
り
ま
し
た
け
ど
、
や
り
た
い
仕
事
で
で
き
た
の
は
あ
ん
ま
り
な
い
。
ど
う
し
た
っ
て
政
権
の
も
と
で
仕
事
す
る

わ
け
で
す
か
ら
、
政
権
が
や
ら
な
い
も
の
は
や
り
よ
う
が
な
い
で
す
。

朝
鮮
学
校
を
無
償
化
の
対
象
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

も
う
、
こ
の
自
公
政
権
の
も
と
で
は
で
き
な
か
っ
た
で
す
ね
。
た

だ
、
民
主
党
政
権
も
そ
の
点
で
は
責
任
あ
る
ん
で
す
よ
。
民
主
党

政
権
の
中
で
も
ぐ
ず
ぐ
ず
、
結
論
を
出
さ
ず
に
い
た
っ
て
い
う
の

は
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
ま
あ
自
己
紹
介
と
い
っ
て
も
そ
ん
な
も

ん
で
す
か
ね
。

な
ぜ
官
僚
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

前
川　

そ
ん
な
に
ね
、
す
ご
く
使
命
感
を
も
っ
て
入
っ
た
わ
け
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
私
が
入
っ
た
一
九
七
〇
年
代
っ
て
、
日
本
の

高
度
成
長
が
ち
ょ
っ
と
こ
う
、
陰
り
が
見
え
始
め
た
頃
で
、
こ
れ

前川喜平氏（写真右）とインタビューア梁・永山聡子
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国旗国歌の法制化への道

か
ら
は
物
の
豊
か
さ
よ
り
も
心
の
豊
か
さ
だ
と
か
、
成
長
社
会
か
ら
成
熟
社
会
だ
と
か
、
こ
ん
な
こ
と
が
言
わ
れ
始

め
た
時
代
で
、
あ
ま
り
経
済
官
庁
に
魅
力
感
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
よ
り
も
人
間
そ
の
も
の
に
関
わ
る
よ

う
な
分
野
の
行
政
を
し
た
い
な
と
思
っ
て
、
国
家
公
務
員
試
験
は
受
け
た
ん
で
す
け
ど
も
、
人
間
に
関
わ
る
仕
事
っ

て
い
う
と
、
当
時
の
役
所
で
い
う
と
文
部
省
、
労
働
省
、
厚
生
省
あ
た
り
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
の
中
で
も
や
っ
ぱ

り
、
人
間
の
精
神
的
な
活
動
に
関
わ
る
よ
う
な
部
分
い
い
な
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
文
部
省
、
心
の
豊
か
さ
っ
て
こ
と

を
考
え
た
と
き
に
。

た
だ
、
文
部
省
に
入
る
っ
て
い
う
の
は
実
は
入
る
と
き
か
ら
抵
抗
感
は
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
文
部
省
っ
て
い
う
の

が
非
常
に
古
色
蒼
然
と
し
た
、
国
家
主
義
的
な
傾
向
を
強
く
持
っ
た
役
所
だ
っ
て
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
た
し
、
法

学
部
で
憲
法
の
勉
強
も
し
て
ま
し
た
か
ら
、
教
育
に
関
わ
る
裁
判
ね
、
家
永
教
科
書
裁
判
だ
と
か
、
学
力
テ
ス
ト
の

裁
判
だ
と
か
、
そ
う
い
う
裁
判
が
あ
っ
て
、
当
時
の
文
部
省
が
ど
う
い
う
主
張
を
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
国
家
権
力

を
背
景
に
し
て
国
民
を
教
え
る
権
力
は
我
々
に
あ
る
ん
だ
、
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
か
ら
ね
。
私
自
身
は
そ
う
思
っ
て

な
か
っ
た
で
す
か
ら
。
学
ぶ
こ
と
は
自
由
な
ん
だ
っ
て
考
え
方
を
持
っ
て
た
わ
け
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
文
部
省
に
入

る
と
き
か
ら
、
組
織
と
自
分
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
っ
て
こ
と
を
わ
か
っ
て
入
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か

ら
三
八
年
間
ず
っ
と
そ
う
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
っ
て
い
う
か
な
、
組
織
が
求
め
る
方
向
と
、
自
分
が
行
き
た
い
方
向
は
違

う
っ
て
い
う
、
違
和
感
は
ず
っ
と
抱
え
な
が
ら
仕
事
し
て
た
。
た
だ
そ
れ
は
ね
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
ん
だ
と
、
違
う

も
の
な
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
を
初
め
か
ら
わ
か
っ
て
る
か
ら
、
逆
に
い
う
と
あ
ん
ま
り
悩
ん
で
な
い
。



14

聡
子　

失
望
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

前
川　

初
め
か
ら
期
待
し
な
い
で
入
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。

前
川　

そ
の
代
わ
り
自
分
が
で
き
る
範
囲
で
な
ん
と
か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
わ
け
で
。
で
も
そ
の
た
め

に
は
や
っ
ぱ
り
偉
く
な
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
ね
、
出
世
の
階
段
上
が
ら
な
い
と
で
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
、
面め

ん
じ
ゅ
う
ふ
く
は
い

従
腹
背
し
な
が
ら
上
の
政
治
家
に
は
う
ま
く
折
り
合
い
つ
け
な
が
ら
、
や
れ
っ
て
言
わ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
や
り
た
く
な
く
て
も
や
り
ま
し
た
よ
、
そ
れ
は
。
教
育
基
本
法
の
改
正
な
ん
か
全
然
や
り
た
く
な
か

っ
た
け
ど
も
。

で
も
組
織
の
一
員
と
し
て
は
や
り
ま
し
た
。
教
育
基
本
法
の
改
正
案
の
作
成
そ
の
も
の
に
携
わ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
け
ど
も
、
改
正
案
を
通
す
た
め
の
国
会
対
策
な
ん
か
や
っ
て
た
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
教

育
基
本
法
の
改
正
に
関
し
て
は
私
も
一
端
の
責
任
を
負
っ
て
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
も
私
個
人
と
し
て
は
あ
ん
な
改

正
す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
今
で
も
思
っ
て
ま
す
け
ど
ね
。
ま
あ
そ
ん
な
感
じ
で
、
な
ん
と
い
う
か
、
本
性
隠
し
な
が

ら
生
き
て
た
ん
で
す
よ
ね
。

聡
子　

分
裂
し
な
い
ん
で
す
か
。

前
川　

だ
か
ら
そ
れ
は
も
う
、
分
裂
し
て
る
っ
て
い
う
か
、
自
分
の
中
の
内
心
は
分
裂
し
て
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も

負
わ
さ
れ
て
い
る
役
割
と
の
間
で
は
分
裂
し
て
る
の
で
、
そ
こ
は
も
う
な
ん
て
い
う
か
、
演
じ
て
た
っ
て
い
う
か
ね
。

割
り
切
っ
て
た
と
い
う
か
。
た
だ
、
た
と
え
ば
右
向
け
右
と
言
わ
れ
た
と
き
に
九
〇
度
向
く
の
か
、
八
〇
度
な
の
か
、
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六
〇
度
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
違
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
右
向
け
右
っ
て
右
ば
っ
か
り
向
か
さ
れ
た
ら
右

ば
っ
か
り
、
右
傾
化
で
す
か
ら
ね
。
右
ば
っ
か
り
向
か
さ
れ
た
ん
だ
け
ど
、
九
〇
度
向
く
ん
で
は
な
く
て
、
六
〇
度

ぐ
ら
い
に
留
め
て
お
い
て
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
三
〇
度
こ
っ
ち
に
戻
す
し
、
も
う
一
遍
機
会
が
あ
っ
た
ら
も
う
一
遍

三
〇
度
こ
っ
ち
に
戻
す
、
そ
う
い
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し
な
が
ら
生
き
て
た
ん
で
す
よ
ね
。

国
旗
（
日
の
丸
）
国
歌
（
君
が
代
）
の
法
制
化
と
教
育
基
本
法
に
つ
い
て

聡
子　

私
ギ
リ
ギ
リ
セ
ー
フ
で
「
国
旗
国
歌
法
」
を
す
り
抜
け
た
ん
で
す
よ
。
と
く
に
在
日
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
こ
と

を
隠
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
高
校
（
都
立
）
で
は
、「
後
ろ
向
い
て
い
い
よ
」「
歌
わ
な
く
て
い
い
よ
」

と
、
教
員
が
言
っ
て
く
れ
た
の
で
と
て
も
安
心
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
狙
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
は

明
治
学
院
大
学
、
大
学
院
は
一
橋
大
学
で
、
ど
ち
ら
の
大
学
も
国
旗
（
日
の
丸
）
国
歌
（
君
が
代
）
は
な
か
っ
た
の

で
す
。
し
か
し
、
国
旗
国
歌
法
が
法
制
化
さ
れ
て
か
ら
学
校
に
通
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
国
旗
（
日
の
丸
）
国
歌
（
君

が
代
）
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
の
若
者
は
日
本
の
国
歌
国
旗
が
持
つ
問
題
を
知
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。
こ
の
「
当
た
り
前
」
に
君
が
代
を
国

歌
と
し
て
歌
い
、
日
の
丸
を
国
旗
と
し
て
認
識
し
て
い
る
背
景
に
、
国
家
の
右
傾
化
が
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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文
科
省
の
中
に
い
た
前
川
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

前
川　

私
自
身
は
入
学
式
だ
と
か
卒
業
式
だ
と
か
に
必
ず
日
の
丸
を
掲
げ
て
君
が
代
を
歌
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
理
由

な
ん
て
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
む
し
ろ
必
然
性
な
に
も
な
い
と
思
う
。
し
か
し
学
習
指
導
要
領
に
書
い
て
あ
る

わ
け
で
す
よ
ね
。
学
習
指
導
要
領
は
法
的
拘
束
力
が
あ
る
と
い
っ
て
そ
の
通
り
に
や
ら
な
い
と
法
令
違
反
な
ん
だ
と

い
う
主
張
を
ず
っ
と
文
科
省
は
や
っ
て
い
て
。
そ
れ
自
体
は
最
高
裁
判
所
で
も
支
持
さ
れ
て
る
考
え
方
な
ん
で
す
よ

ね
。君

が
代
の
斉
唱
を
職
務
命
令
で
校
長
が
教
員
に
命
じ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
国
旗
の
ほ
う
を
向
い
て
大
き
な
声
で
直

立
不
動
で
歌
い
な
さ
い
な
ん
て
い
う
の
は
ね
、
こ
れ
は
内
心
の
自
由
、
思
想
良
心
の
自
由
を
侵
す
も
の
だ
と
私
は
思

い
ま
す
。
だ
け
ど
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
そ
れ
を
思
想
良
心
の
自
由
の
侵
害
だ
と
言
っ
て
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

思
想
良
心
の
自
由
に
関
係
は
す
る
け
れ
ど
も
侵
害
に
は
な
っ
て
い
な
い
な
ん
て
言
う
ん
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
私
お
か

し
い
と
思
っ
て
ま
す
。
だ
け
ど
、
最
高
裁
判
所
が
認
め
て
い
る
も
の
は
、
い
く
ら
裁
判
し
て
も
最
終
的
に
は
そ
の
部

分
で
は
負
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。処
分
が
お
か
し
い
だ
ろ
っ
て
い
う
こ
と
は
、部
分
的
に
は
原
告
の
教
職
員
が
勝
っ

た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

　

し
か
し
、
君
が
代
を
歌
う
よ
う
命
じ
る
こ
と
自
体
が
違
憲
だ
っ
て
い
う
判
決
は
出
て
な
い
わ
け
で
す
ね
、
最
高
裁

ま
で
い
く
と
。
私
は
日
本
の
司
法
そ
の
も
の
が
バ
イ
ア
ス
か
か
っ
て
る
な
っ
て
前
か
ら
思
っ
て
ま
す
け
ど
。
私
自
身

は
面
従
腹
背
で
す
か
ら
歌
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
文
科
省
も
学
校
で
や
れ
や
れ
っ
て
言
っ
て
い
る
以
上
、
い
ろ
ん
な
儀
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式
の
と
き
に
文
科
省
自
身
も
歌
う
ん
で
す
。

聡
子　

え
っ
？
君
が
代
、
歌
う
ん
で
す
か
。

前
川　

君
が
代
歌
う
ん
で
す
よ
。

聡
子　

入
省
式
と
か
で
す
か
？

前
川　

う
ー
ん
、
入
省
式
も
歌
っ
て
た
か
も
し
れ
な
い
な
。
あ
と
ね
、
永
年
勤
続
表
彰
な
ん
て
あ
っ
た
り
、
二
〇
年

勤
め
る
と
メ
ッ
キ
の
盃
を
く
れ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
あ
ん
な
も
の
も
ら
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
け
ど
。
今
ど

き
二
〇
年
勤
め
た
か
ら
表
彰
す
る
な
ん
て
い
う
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
二
〇
年
勤
め
た
っ
て
四
〇

代
で
し
ょ
。
そ
の
と
き
永
年
勤
続
表
彰
っ
て
も
ら
う
わ
け
で
す
よ
。
あ
ん
な
制
度
本
当
や
め
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い

て
、
次
官
で
い
る
間
に
や
め
よ
う
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
や
め
る
前
に
僕
が
辞
め
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
そ
の
永

年
勤
続
表
彰
式
の
と
き
に
や
っ
ぱ
り
歌
い
ま
す
よ
、
君
が
代
を
。

聡
子　

そ
れ
は
参
加
者
が
歌
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

前
川　

表
彰
さ
れ
る
側
の
人
達
が
。
職
員
た
ち
が
ね
、
歌
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
ん
だ
け
ど
も
、

も
ち
ろ
ん
文
科
省
の
中
で
。
そ
こ
で
歌
わ
な
い
と
い
う
人
は
ち
ょ
っ
と
い
な
い
。
私
は
面
従
腹
背
が
も
う
習
い
性
と

な
っ
て
る
と
い
う
か
、
こ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
い
う
環
境
の
中
で
何
十
年
も
い
た
ん
で
で
す
ね
、
私
自
身
は
自
分
の

良
心
に
反
す
る
こ
と
を
平
気
で
で
き
る
っ
て
い
う
、
も
う
そ
れ
自
体
本
当
は
問
題
な
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
は
自
分
の
良

心
と
は
違
う
っ
て
こ
と
を
割
り
切
っ
て
や
る
っ
て
こ
と
が
日
常
茶
飯
だ
か
ら
で
き
ち
ゃ
う
。
良
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
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よ
。
で
も
そ
う
や
っ
て
生
き
延
び
て
き
た
っ
て
と
こ
ろ
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
で
も
歌
い
た
く
な
い
っ
て
い
う
人
が
、

自
分
の
信
念
を
貫
い
た
と
し
て
も
な
ん
ら
の
不
利
益
を
被
ら
な
い
っ
て
い
う
の
が
本
来
自
由
な
世
界
、
自
由
な
社
会

の
あ
り
よ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
私
は
も
う
国
旗
国
歌
、
日
の
丸
君
が
代
を
学
校
に
押
し
つ
け
る
と
い

う
の
は
本
当
間
違
っ
た
政
策
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

国
旗
国
歌
の
法
制
化

こ
の
政
策
は
ど
の
へ
ん
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
っ
た
ら
、
岸
信
介
（
戦
時
中
満
州
国
総
務
庁
次
長
か
ら
商
工
大
臣
、

戦
後
A
級
戦
犯
の
後
に
公
職
復
帰
。
安
倍
晋
三
の
祖
父
）
が
首
相
に
な
っ
た
内
閣
な
ん
で
す
よ
。
岸
信
介
内
閣
で
、

一
九
五
八
年
ね
。
学
習
指
導
要
領
っ
て
い
う
学
校
の
小
中
高
等
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
目
安
に
な
る
よ
う
な
も
の

を
、
文
部
省
が
最
初
に
作
っ
た
の
は
一
九
四
七
年
で
す
け
ど
、
最
初
に
作
ら
れ
た
学
習
指
導
要
領
と
い
う
の
は
本
当

に
手
引
書
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
学
習
指
導
の
要
領
っ
て
い
う
感
じ
で
。
要
す
る
に
手
引
書
。
特
に
社
会
科
な
ん
て

初
め
て
作
ら
れ
た
教
科
だ
か
ら
、
民
主
主
義
社
会
の
担
い
手
を
育
て
る
た
め
の
教
科
と
し
て
、
非
常
に
大
事
だ
っ
た

わ
け
で
す
け
ど
ね
。
で
も
そ
の
社
会
科
っ
て
そ
れ
ま
で
教
え
た
先
生
一
人
も
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
や
っ
ぱ
り
手

引
き
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
手
引
書
だ
っ
た
も
の
を
岸
信
介
内
閣
の
と
き
に
、
告
示
に
し
た
ん
で
す
ね
。
単
な
る
手

引
書
だ
っ
た
も
の
を
告
示
と
し
て
法
令
の
一
種
に
し
ち
ゃ
っ
た
の
。
告
示
と
し
て
こ
れ
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
っ
て
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言
い
始
め
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
、
道
徳
の
時
間
が
始
ま
っ
た
の
と
同
時
な
ん
で
す
よ
。
二
〇
一
八
年
度
か
ら
道
徳
が
教
科
化
さ
れ
ま
し
た

け
ど
、
教
科
に
な
る
前
の
道
徳
ね
。
私
な
ん
か
も
学
校
で
道
徳
の
時
間
あ
り
ま
し
た
よ
。
そ
れ
は
教
科
じ
ゃ
な
か
っ

た
け
ど
も
。
道
徳
の
時
間
は
一
九
五
八
年
に
始
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
の
日
本
の
戦
後
教
育
受
け
て
る
人
は
道

徳
の
時
間
も
な
か
っ
た
ん
で
す
。

岸
内
閣
に
よ
る
道
徳
の
学
習
指
導
要
領
の
作
成

こ
の
道
徳
の
時
間
も
始
め
た
の
は
岸
信
介
内
閣
で
、
そ
の
と
き
に
道
徳
の
学
習
指
導
要
領
も
初
め
て
出
来
た
わ
け

で
す
よ
。
そ
の
と
き
の
学
習
指
導
要
領
で
す
ね
、
一
九
五
八
年
に
で
き
た
告
示
化
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
の
中
に
、

特
別
活
動
の
中
の
記
述
と
し
て
「
国
旗
」
と
「
君
が
代
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
始
ま
り
な

ん
で
す
よ
ね
。

岸
信
介
内
閣
っ
て
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
反
動
的
な
内
閣
だ
っ
た
、
戦
前
に
戻
ろ
う
と
す
る
力
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

た
だ
し
そ
の
と
き
の
書
き
方
は
入
学
式
卒
業
式
に
言
及
し
た
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
国
民
の
祝
日
っ
て
書

い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
国
民
の
祝
日
な
ど
に
儀
式
を
行
う
場
合
に
は
、
日
の
丸
を
掲
げ
君
が
代
を
歌
う
よ
う
指
導
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
書
い
て
あ
っ
た
。
今
の
書
き
ぶ
り
と
違
う
ん
で
す
よ
。
ま
ず
ど
う
い
う
場
面
で
日
の
丸
君
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が
代
を
用
い
る
の
か
っ
て
い
う
と
国
民
の
祝
日
だ
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
。
例
示
と
し
て
書
い
て
あ
っ
た
の
は
ね
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
中
に
入
学
式
・
卒
業
式
が
入
っ
て
る
ん
だ
っ
て
当
時
か
ら
言
っ
て
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
真
っ
先

に
あ
げ
て
い
た
の
は
国
民
の
祝
日
な
ん
で
す
よ
。

ま
だ
戦
後
間
も
な
い
頃
は
ね
、
国
民
の
祝
日
に
児
童
生
徒
を
学
校
に
集
め
て
儀
式
や
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
今
は

先
生
だ
っ
て
生
徒
だ
っ
て
、
休
み
の
日
な
ん
だ
か
ら
な
ん
で
学
校
行
く
の
？
と
な
っ
て
い
て
、
国
民
の
祝
日
に
学
校

で
儀
式
を
行
う
な
ん
て
こ
と
は
も
う
全
く
し
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
今
で
も
旗
日
な
ん
て
言
葉
が
残
っ
て
ま

す
ね
、
旗
日
っ
て
日
の
丸
掲
げ
る
日
だ
っ
て
い
う
意
味
で
す
よ
ね
。
戦
前
の
習
慣
が
ま
だ
戦
後
残
っ
て
た
。
戦
前
は

特
に
国
民
の
祝
日
っ
て
い
う
中
で
も
四
大
節
、
四
つ
の
大
き
い
記
念
日
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
一
月
一
日
と
、
二
月
一
一
日
紀
元
節
と
、
そ
れ
か
ら
昭
和
の
時
代
は
四
月
二
九
日
の
天
長
節
、
天
皇
が
生

ま
れ
た
誕
生
日
。
そ
れ
か
ら
一
一
月
三
日
、
明
治
節
、
明
治
天
皇
の
生
ま
れ
た
誕
生
日
。
こ
の
四
つ
は
最
重
要
の
祝

日
だ
っ
た
。
必
ず
こ
の
四
つ
の
祝
日
に
は
学
校
で
儀
式
を
や
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
、
戦
前
は
ね
。
そ
こ
で
天
皇
皇
后

の
肖
像
写
真
、
御
真
影
っ
て
言
っ
た
の
で
す
ね
、
御
真
影
に
お
辞
儀
を
し
て
、
校
長
先
生
が
教
育
勅
語
を
う
や
う
や

し
く
奉
読
す
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
た
。
こ
う
い
う
や
り
方
で
、
天
皇
制
国
家
の
臣
民
意
識
っ
て
も
の
を
植
え
つ

け
る
っ
て
こ
と
を
や
っ
て
た
わ
け
で
す
け
ど
。
国
民
の
祝
日
に
子
供
た
ち
を
集
め
る
っ
て
い
う
の
は
戦
後
も
少
し
や

っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
一
九
五
八
年
の
学
習
指
導
要
領
に
も
、
国
民
の
祝
日
な
ど
に
お
い
て
儀
式
を
行
う
場

合
に
は
、
国
旗
を
掲
揚
し
、
君
が
代
を
―
こ
の
時
は
国
歌
と
は
言
っ
て
な
い
―
君
が
代
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る



21　

国旗（日の丸）国歌（君が代）の法制化と教育基本法について

こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
あ
る
。
だ
か
ら
ま
だ
控
え
め
な
書
き
方
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。「
望
ま
し
い
」
と
し
か
書
い
て
な

い
。
必
ず
や
れ
と
は
言
っ
て
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

だ
け
ど
そ
の
後
文
部
省
は
ど
う
い
う
風
に
指
導
し
た
か
と
い
う
と
、
や
り
な
さ
い
や
り
な
さ
い
と
ず
っ
と
指
導
し

続
け
て
、
学
習
指
導
要
領
上
は
望
ま
し
い
と
し
か
書
い
て
な
い
ん
だ
け
ど
も
、
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
教
育
委
員
会
が
責

任
も
っ
て
や
れ
と
。
校
長
は
責
任
も
っ
て
教
職
員
に
職
務
命
令
を
出
せ
と
。
こ
う
い
う
指
導
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
て
、

長
い
間
文
部
省
で
は
各
県
ご
と
に
入
学
式
や
卒
業
式
で
日
の
丸
掲
げ
た
か
、
君
が
代
歌
っ
た
か
っ
て
い
う
の
を
確
認

し
て
ね
、
国
旗
掲
揚
率
、
国
歌
斉
唱
率
な
ん
て
い
う
数
字
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
な
に
な
に
県
で
は
国
旗
掲
揚
率
は

上
が
っ
た
け
ど
国
歌
斉
唱
率
が
上
が
っ
て
な
い
と
か
ね
、
こ
ん
な
数
字
を
毎
年
集
計
し
て
ま
し
た
よ
。

中
曽
根
内
閣
に
よ
る
国
旗
掲
揚
・
国
歌
斉
唱
の
指
導

政
治
の
右
傾
化
の
流
れ
の
中
で
、
一
九
八
九
年
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
今
の
形
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ

の
検
討
が
始
ま
っ
た
の
は
中
曽
根
政
権
（
第
七
一
～
七
三
代
内
閣
総
理
大
臣
）
の
時
で
し
た
。
中
曽
根
さ
ん
と
い
う

人
は
は
っ
き
り
言
っ
て
か
な
り
右
翼
的
な
政
治
家
で
す
か
ら
ね
。
学
習
指
導
要
領
の
記
述
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
と
い

う
と
、
国
民
の
祝
日
を
例
示
に
出
す
ん
で
は
な
く
て
、
入
学
式
卒
業
式
を
例
示
に
出
し
て
、
入
学
式
卒
業
式
等
に
お

い
て
儀
式
を
行
う
場
合
に
は
、
国
旗
を
掲
揚
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
、
っ
て
い
う
記
述
に
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し
た
。

か
つ
て
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
望
ま
し
い
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
も
の
を
、
指
導
す
る
「
も
の
と
す
る
」
っ
て

い
う
書
き
方
に
し
た
。「
も
の
と
す
る
」
っ
て
い
う
言
葉
は
法
令
用
語
と
し
て
は
、
義
務
付
け
る
、
と
い
う
意
味
な
ん

で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
学
習
指
導
要
領
と
い
う
法
的
拘
束
力
の
あ
る
法
規
に
よ
っ
て
日
本
中
の
学
校
に
対
し
て
、
国
旗

を
掲
揚
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
も
う
全
国
の

公
立
の
小
中
高
等
学
校
は
か
な
り
そ
れ
が
進
み
ま
し
た
ね
。

だ
け
ど
私
立
で
は
違
っ
た
。
学
習
指
導
要
領
と
い
う
の
は
学
校
の
設
置
者
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
す
べ
て
の
学
校

に
適
用
さ
れ
る
法
規
な
ん
だ
っ
て
文
科
省
言
っ
て
る
わ
け
で
す
よ
。
公
立
学
校
だ
け
に
適
用
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
私
立
の
学
校
は
ね
、
全
く
も
う
完
全
無
視
し
て
い
る
学
校
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

私
立
の
学
校
で
君
が
代
を
歌
っ
て
る
か
っ
て
い
っ
た
ら
歌
っ
て
な
い
と
こ
ろ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
。
あ
れ
は
学
習

指
導
要
領
違
反
だ
っ
て
言
わ
な
き
ゃ
お
か
し
い
、
本
当
は
、
文
科
省
が
。
だ
け
ど
そ
こ
は
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に

な
っ
て
る
ん
で
す
。

実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
、
公
立
学
校
は
締
め
付
け
る
ん
だ
け
ど
私
立
学
校
は
野
放
し
で
す
。
な
ぜ
か
っ
て
い
う

と
私
立
学
校
は
政
治
力
が
強
く
て
、
私
立
学
校
の
人
達
は
自
民
党
に
お
金
出
し
た
り
し
て
ね
、
自
民
党
の
国
会
議
員

と
繋
が
っ
て
ま
す
か
ら
。
私
立
学
校
に
強
く
指
導
す
る
こ
と
を
、
も
ち
ろ
ん
私
立
学
校
の
人
達
は
望
ま
な
い
の
で
、

私
立
学
校
に
対
し
て
文
科
省
が
強
く
言
え
な
い
っ
て
い
う
問
題
に
な
っ
て
る
、
上
の
政
治
が
私
学
と
繋
が
っ
て
る
も


