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国
家
百
年
の
計
は
教
育
に
あ
り

と
い
わ
れ
る
。
子
供
た
ち
の
能
力

を
ひ
き
出
し
磨
い
て
い
く
教
育
と

そ
は
、
か
つ
て
の
貧
し
か
っ
た
時

代
の
親
た
ち
が
子
供
に
与
え
得
る

最
高
の
遺
産
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま

た
、
人
材
を
除
け
ば
目
立
つ
べ
き

資
源
を
持
た
な
い
日
本
の
、
最
も

貸
重
左
力
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
教
育
が
今
、
危
機
に
瀕
し

て
い
る
。
子
供
た
ち
の
体
力
が
顕

著
に
落
ち
、
知
力
、
気
力
も
ま
た

深
刻
な
陰
り
を
見
せ
て
い
る
。
ま

さ
に
百
年
の
計
の
土
台
が
揺
ら
い

で
い
る
。

と
の
危
機
に
対
処
す
べ
く
、
文

部
省
は
「
生
き
る
力
」
を
蘇
ら
せ

る
と
し
て
今
年
六
月
、
新
方
針
を

打
ち
出
し
た
。
中
央
教
育
審
議
会

が
算
数
・
数
学
、
理
科
だ
け
で
な

く
、
国
語
も
ス
ポ
ー
ツ
も
、
全
て

頑
張
っ
て
、
よ
い
成
績
を
と
る
と

と
が
大
切
だ
と
答
え
て
い
る
の
に

対
し
、
日
本
の
子
供
た
ち
は
学
校

で
の
勉
強
に
意
義
を
認
め
ず
「
楽

し
む
時
間
を
も
っ
と
と
」
が
大
切

だ
と
い
う
考
え
念
の
だ
。
そ
う
答

え
た
日
本
の
子
供
は
三
十
九
か
国

中
、
最
多
を
占
め
た
。

「
楽
し
み
を
求
め
る
生
徒
が
突
出

し
て
高
く
念
っ
て
い
る
の
は
、
日

繰
り
返
さ

約
十
年
ぶ
り
の
改
訂
の
内
容

は
、
ま
ず
、
二

O
O
二
年
度
か
ら

学
校
を
完
全
に
週
五
日
制
に
す

る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
教
育
内
容

を
「
厳
選
」
し
、
必
須
科
目
を
約
三

割
波
ら
す
。
「
総
合
的
学
習
の
時

間
」
を
設
け
て
独
創
性
を
の
ば

す
。
新
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
新
し

い
授
業
と
し
て
情
報
教
育
に
力
を

入
れ
る
、
念
ど
が
骨
子
だ
。

な
ん
の
と
と
は
な
い
。
文
部
省

が
力
を
入
れ
て
き
た
と
れ
ま
で
の

ゆ
と
り
と
自
由
教
育
を
さ
ら
に
進

め
る
内
容
だ
。

だ
が
一
連
の
調
査
は
、
ま
さ
に

ゆ
と
り
教
育
の
中
で
知
識
が
考
え

る
力
に
結
び
つ
か
ず
、
日
本
の
子

知
の
脱
帽
唱
の

J
冗
凶
ヘ
文
部
省

〈
有
馬
朗
人
文
部
大
臣
)

た
ち
の
姿
は
、
特
異
で
あ
る
。

日
本
の
子
供
た
ち
の
学
力
は
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
韓
国
に
抜
か
れ

は
し
た
が
、
ま
だ
非
常
に
高
い
水

準
に
あ
る
。
問
題
は
学
ぶ
と
と
に

対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

の
答
申
に
基
づ
く
新
学
習
例
え
ば
第
一
回
の
調
査
で
は
成

指
導
要
領
が
そ
れ
で
あ
績
の
よ
い
生
徒
ほ
ど
数
学
は
暗
記

る
。
果
た
し
て
教
育
の
場
で
あ
り
、
発
展
性
が
な
い
と
と
ら

か
ら
「
生
き
る
力
」
は
蘇
え
て
い
た
。
第
二
回
の
調
査
で
は
、

る
の
か
。
私
た
ち
は
日
本
日
本
の
生
徒
は
成
績
が
よ
い
に
も

の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
か
か
わ
ら
ず
、
数
学
が
嫌
い
で
楽

く
力
を
、
今
一
度
立
て
直
し
く
な
い
と
答
え
て
い
た
。
第
一
一
一

す
ζ

と
が
で
き
る
の
か
。
回
の
調
査
で
は
、
依
然
と
し
て
高

現
状
の
厳
し
さ
の
一
端
は
国
立
い
点
数
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か

教
育
研
究
所
の
国
際
比
較
調
査
か
わ
ら
ず
、
算
数
・
数
学
が
好
き
、

ら
も
明
ら
か
だ
。
同
研
究
所
は
一
或
い
は
や
さ
し
い
と
思
っ
て
い
る

九
六
四
年
、
八

O
年
、
九
五
年
の
子
は
、
ど
の
学
年
で
も
、
ほ
ぼ
最

三
度
に
わ
た
っ
て
、
主
と
し
て
三
低
水
準
を
示
し
た
。
自
分
の
成
績

十
九
か
国
の
小
中
学
生
を
対
象
に
は
「
大
変
悪
い
」
「
悪
い
」
と
考
え

算
数
・
数
学
と
理
科
の
学
力
の
国
て
い
る
生
徒
が
非
常
に
多
く
、
数

際
比
較
を
行
っ
た
。

一
連
の
調
査
学
を
使
う
仕
事
に
は
就
き
た
く
な

が
浮
き
彫
り
に
す
る
日
本
の
子
供
い
、
学
ん
だ
ζ

と
と
自
分
の
人
生

一

子

供

の
知
力
が
自
に
見
え
て
落
ち
て
い
る
。
多
く
の
子
供

一

…
が
努
力
よ
り
、
楽
す
る
こ
と
こ
そ
大
切
だ
と
答
え
る
。
そ
の

…

一
元
凶
が
文
部
官
僚
で
あ
る
。
か
つ
て
は
子
供
そ
っ
ち
の
け
で
…

…
日
教
組
と
の
抗
争
に
没
入
し
、
今
は
世
論
に
娼
び
て
、
や
た
一

一
ら
に
「
ゆ
と
り
」
を
強
調
す
る
。
何
ら
哲
学
を
持
た
な
い
ま

…

一
ま
、
ひ
た
す
ら
教
育
の
管
理
に
腐
心
し
て
き
た
結
果
、
空
前
一

一
の
教
育
荒
廃
を
招
い
た
の
だ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
樫
井
よ

一

…
し
こ
氏
が
、
彼
ら
の
責
任
を
告
発
す
る
。

一

本
以
外
に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
要

因
は
複
数
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

大
き
な
原
因
は
学
校
で
ゆ
と
り
教

育
を
強
調
し
て
き
た
と
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」

瀬
沼
氏
が
語
っ
た
。

ゆ
と
り
を
重
視
す
る
余
り
、
学

ぶ
と
と
を
否
定
し
「
楽
し
み
が
大

切
と
考
え
始
め
た
子
供
た
ち
に
、

生
き
る
力
」
を
養
わ
せ
よ
う
と
い

う
の
が
、
今
回
の
文
部
省
の
指
導

要
領
改
訂
で
あ
る
。

れ

る

グ
失
敗
d

供
た
ち
の
知
力
が
後
退
し
て
き
た

と
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
平
成

元
年
の
学
習
指
導
要
領
が
ゆ
と
り

や
自
由
、
独
創
性
を
強
調
し
た
余

り
、
学
級
崩
壊
な
ど
教
育
の
融
解

現
象
が
自
に
見
え
て
増
え
た
と
い

う
の
が
教
師
た
ち
の
一
致
し
た
見

方
だ
。
今
回
の
新
指
導
要
領
に
つ

い
て
も
教
師
ら
は
戸
惑
い
を
見
せ

る
。
神
奈
川
の
県
立
高
校
の
中
田

肇
教
諭
(
仮
名
)
が
語
っ
た
。

「
履
修
単
位
は
従
来
の
最
低
八
十

単
位
か
ら
七
十
四
単
位
に
減
り
ま

す
。
必
須
科
目
は
三
割
減
ら
さ
れ

自
由
選
択
科
目
が
ふ
え
ま
す
。
と

の
と
と
は
、
全
国
の
高
校
生
が
共

通
し
て
教
室
で
学
ぶ
の
は
保
健
体

育
し
か
な
い
と
い
う
と
と
で
す
。

完
全
な
自
由
化
教
育
で
、
今
で
も

バ
ラ
バ
ラ
な
子
供
た
ち
が
、
も
っ

と
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
ま
す
」

同
じ
く
神
奈
川
の
県
立
高
校
の

森
秀
和
校
長
(
仮
名
)
が
語
っ
た
。

「
日
本
の
教
育
レ
ベ
ル
の
高
さ

は
、
画
一
教
育
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
が

根
底
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

画
一
教
育
は
全
て
悪
い
も
の
の
よ

う
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
要
は
知
の

力
の
基
本
で
す
。
文
部
省
の
新
方

針
で
は
、
数
学
の
基
本
を
全
く
身

に
つ
け
て
い
な
い
生
徒
や
、
源
氏

物
語
も
日
本
史
も
全
く
学
ん
だ
ζ

と
の
な
い
生
徒
が
多
数
出
て
く
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
」

文
部
省
の
寺
脇
研
・
政
策
課
長

位
、
そ
う
で
は
な
い
と
説
明
し
た
。

「
全
員
共
通
で
学
ぶ
と
と
を
一
一
一割

減
ら
し
、
自
分
が
徹
底
し
て
学
び

た
い
ζ

と
を
学
ん
で
い
く
。
そ
う

し
て
能
力
を
磨
か
せ
て
い
く
と
と

が
狙
い
で
す
。
そ
の
為
に
総
合
的

学
習
の
時
間
を
設
け
た
の
で
す
」

目
指
す
方
向
は
よ
い
。
だ
が
、

今
回
の
さ
ら
な
る
ゆ
と
り
と
さ
ら

な
る
自
由
の
教
育
政
策
は
、
失
敗

に
終
わ
っ
た
ζ

れ
ま
で
の
政
策
と

ど
う
異
な
る
の
か
。
今
回
も
ま

た
、
知
力
を
さ
ら
に
後
退
さ
せ
る

結
果
に
な
ら
な
い
か
。

、、

は
関
係
な
い
、
と
答
え
た
生
徒
の

多
さ
も
突
出
し
て
い
た
。

自
己
評
価
が
低
く
、
自
分
を
愛

せ
ず
、
学
ぶ
と
と
を
楽
し
ま
ず
、
学

び
が
生
き
る
こ
と
や
夢
に
結
び
つ

い
て
い
な
い
。
学
ぶ
と
と
は
、
未

知
の
知
に
触
れ
る
と
と
だ
。
そ
と

か
ら
人
間
の
内
在
価
値
を
開
発
し

て
い
く
と
と
だ
。
学
び
は
生
き
る

と
と
の
根
源
的
な
力
を
生
み
出
す

は
ず
だ
が
、
日
本
の
子
供
た
ち
は
、

よ
い
成
績
を
と
っ
て
は
い
て
も
、

学
び
が
ど
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

か
な
い
。
知
識
は
役
に
立
た
な
い

情
報
の
よ
う
に
無
為
に
蓄
積
さ
れ

て
い
く
だ
け
。
ま
る
で
プ
ヨ
プ
ヨ

の
水
膨
れ
人
間
の
よ
う
だ
。

国
立
教
育
研
究
所
数
学
研
究
室

の
瀬
沼
花
子
室
長
が
語
っ
た
。

「
暗
記
力
が
考
え
る
力
に
転
換
さ

れ
て
い
な
い
の
で
す
。
数
学
や
理

科
の
よ
う
な
論
理
的
思
考
を
基
礎

と
す
る
科
目
で
も
、
暗
記
は
重
要

な
要
素
で
す
。
し
か
し
、
暗
記
を

重
視
す
る
余
り
、
暗
記
力
が
そ
れ

以
上
に
発
展
し
て
創
造
的
能
力
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
っ
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
」

そ
ん
な
日
本
の
子
供
た
ち
に
と

っ
て
、
一
体
な
に
が
大
切
な
と
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
聞
い

へ
の
答
え
ζ

そ
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

他
の
国
の
子
供
た
ち
の
大
多
数

52 ヲ9.7.15
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総
合
的
学
習
は
指
導
要
領
で
は

「
例
え
ば
国
際
理
解
、
情
報
、
環

境
、
福
祉
、
健
康
な
ど
横
断
的
、

総
合
的
な
学
習
」
で
「
各
学
校
が

創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特
色
あ
る

教
育
」
と
さ
れ
て
い
る
。
教
え
る

内
容
も
そ
の
形
式
も
全
て
現
場
に

任
さ
れ
る
。
学
習
の
場
は
室
内
で

も
戸
外
で
も
よ
く
、
授
業
時
聞
は

二
十
分
で
も
、
逆
に
八
十
分
で
も

よ
い
と
い
う
も
の
だ
。

中
田
教
諭
が
語
っ
た
。

「
考
え
方
と
し
て
は
素
晴
し
い
。

し
か
し
、
四
十
人
の
生
徒
が
ひ
と

り
ひ
と
り
自
由
に
や
り
た
い
と
言

っ
た
時
、
物
理
的
に
ど
う
指
導
す

る
の
か
。
教
え
る
内
容
も
教
員
の

工
夫
次
第
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
の
能
力
が
全
て
の

教
員
に
あ
る
の
か
。
と
て
も
そ
う

は
思
え
ま
せ
ん
」

森
校
長
が
語
っ
た
。

「
私
の
学
校
に
は
今
、
六
十
五
人

の
教
員
が
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で

文
部
省
が
望
ん
で
い
る
よ
う
友
情

報
教
育
を
実
践
で
き
る
の
は
一
人

か
二
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
総
合
的

学
習
の
時
間
も
学
校
が
自
主
的
に

設
定
す
る
科
目
も
、
や
り
方
次
第

で
は
大
き
な
プ
ラ
ス
で
す
。
寺
脇

課
長
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
評
価
し

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
理
想
論
の

前
で
学
校
全
体
が
実
は
青
息
吐
息

'99.7.15 53 



週刊新潮
な
の
で
す
」

文
部
省
の
掲
げ
る
理
想
と
現
場

に
は
、
大
き
念
落
差
が
あ
る
。
現

実
問
題
と
し
て
、
教
師
た
ち
は
と

れ
ま
で
、
決
め
ら
れ
た
教
科
書
と

マ
ニ
ュ
ア
ル
本
に
助
け
ら
れ
て
授

業
を
し
て
き
た
。
勿
論
、
中
に
は

熱
心
で
創
造
的
色
仏
教
師
も
い
る

が
、
大
半
の
教
師
は
文
部
省
の
定

め
る
教
科
書
と
そ
の
内
容
を
ど
の

よ
う
に
教
え
る
か
を
解
説
し
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
な
け
れ
ば
、
教
え
る

と
と
が
で
き
-
な
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
と
の
よ
う
な
殺
師
を
つ
く

っ
て
き
た
の
が
、
指
導
要
領
を
は

じ
め
と
す
る
文
部
省
の
現
場
に
対

す
る
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
体
制
で
あ

る
。
教
師
を
枠
に
は
め
て
き
た
指

導
要
領
が
、
い
ま
枠
を
は
ず
そ
う

と
し
て
い
る
の
が
総
合
的
学
習
に

象
徴
さ
れ
る
新
し
い
指
導
要
領

だ
。
新
た
に
与
え
ら
れ
る
自
由
の

前
で
教
師
の
多
く
が
不
安
を
抱
く
G

寺
脇
課
長
が
厳
し
い
口
調
で
述

べ
た
。

「
ζ

う
い
う
時
は
、
全
部
人
を
入

れ
替
え
て
や
れ
れ
ば
い
い
の
で
す

が
、
勿
論
、
無
理
で
す
。
先
生
方

に
は
、
と
れ
ま
で
の
教
育
技
術
を

考
え
直
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
出
来
念
け
れ

ば
辞
め
さ
せ
る
と
ま
で
は
言
え
ま

せ
ん
が
、
問
題
視
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
と
と
で
す
」

ら
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校
二
年
で

掛
け
算
、
三
年
で
割
り
算
、
四
年

で
教
え
る
漢
字
は
ζ

れ
と
れ
と
決

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
困
っ
た
と

と
に
、
そ
れ
以
前
の
学
年
で
教
え

て
は
い
け
な
い
。
五
年
生
で
習
う

漢
字
を
四
年
生
で
読
む
と
叱
ら

れ
、
五
年
生
で
知
ら
な
い
と
怒
ら

れ
る
。
二
文
字
熟
語
で
も
片
方
ず

つ
し
か
教
え
ら
れ
な
い
。
と
れ
は

国
語
の
自
然
な
習
い
方
で
は
な

く
、
合
理
性
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
」

子
供
の
た
め
の
教
育
で
は
な

く
、
教
育
方
針
に
子
供
が
合
わ
せ

ら
れ
る
の
だ
。
完
全
な
本
末
転
倒

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
部
行
政
の
中
で

SSEes、
占
園
盟
副
司

Jas--司

教
え
る
能
力
の
な
い
教
師
が
職

を
辞
す
の
は
、
当
然
だ
。
だ
が
、

文
部
省
は
そ
ん
な
と
と
を
言
う
だ

け
で
よ
い
の
か
。
文
部
省
と
そ
が
、

日
本
の
子
供
た
ち
の
知
の
後
退
に

大
き
念
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な

い
の
か
。

そ
も
そ
も
文
部
省
が
な
ぜ
、
幼

潰
さ
れ
る

稚
園
か
ら
大
学
院
ま
で
、
国
民
の

教
育
の
端
か
ら
端
ま
で
を
所
管
し

-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
寺
脇

課
長
自
身
、
「
と
ん
な
の
は
共
産

主
義
国
家
し
か
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

と
言
う
ほ
ど
の
、
類
例
の
な
い
中

央
集
中
管
理
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が

間
違
い
な
の
だ
。

は
ず
だ
っ
た
文
部
省

東
京
工
業
大
学
の
橋
爪
大
三
郎

教
授
が
語
っ
た
。

「
文
部
省
主
導
で
よ
い
教
育
を
行

え
る
と
思
う
の
が
幻
想
で
す
。
文

部
省
が
教
育
問
題
を
つ
く
り
出
し

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
文
部
省
が

手
を
引
く
か
、
せ
め
て
間
接
的
な

関
与
に
と
ど
め
る
と
と
で
教
育
は

よ
く
な
る
の
で
す
」

歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
文
部
行
政

の
功
罪
が
み
え
て
く
る
。

明
治
時
代
、
政
府
が
義
務
教
育

の
普
及
に
力
を
入
れ
た
の
は
、
当

時
は
多
く
の
寺
子
屋
や
裁
縫
学
校

が
あ
り
、
親
た
ち
が
、
子
供
に
勉

強
よ
り
も
農
業
や
家
業
の
手
伝
い

を
さ
せ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「
義
務
教
育
は
全
て
の
子
供
を
尋

常
小
学
校
に
送
り
込
み
、
近
代
化

の
基
盤
を
つ
く
る
と
と
に
貢
献
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

親
の
教
育
権
が
認
め
ら
れ
な
く
な

教
師
も
ま
た
力
を
落
と
し
て
い
っ

た
。
前
述
の
よ
う
に
指
導
要
領
か

ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
マ
ニ
ュ
ア

ル
本
に
基
づ
い
て
教
え
て
い
る
内

に
、
本
当
に
自
力
で
教
え
ら
れ
・
な

く
な
っ
た
の
だ
。

明
星
大
学
の
高
橋
史
朗
教
授

は
、
実
は
教
師
と
そ
が
、
生
き
る

力
に
最
も
欠
け
る
人
身
だ
と
喝
破

し
た
。

「
教
師
た
ち
は
、
国
語
な
ら
国
語
、

社
会
な
ら
社
会
と
い
う
縦
割
り
受

験
に
必
要
な
知
識
を
た
だ
教
え
て

き
ま
し
た
。
し
か
も
は
じ
め
に
教

材
あ
り
き
で
、
バ
ラ
バ
ラ
の
教
科

の
知
識
を
た
だ
詰
め
込
ま
せ
る
。

そ
れ
が
一
人
一
人
の
生
き
方
や
夢

に
ど
う
つ
な
が
る
か
な
ど
、
考
え

も
し
な
い
の
で
す
。
生
き
る
力
、

多
を
描
く
力
に
結
び
つ
く
総
合
的

念
人
間
の
魅
力
を
私
は
グ
人
間

力
'
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
れ
が
最

も
欠
け
て
い
る
の
が
教
師
で
す
」

責
め
ら
れ
る
べ
き
は
文
部
行
政

だ
け
で
は
な
い
。
日
教
組
自
身
の

方
針
も
ま
た
教
師
た
ち
を
教
い
難

い
状
況
へ
と
追
い
込
ん
だ
。

日
教
組
は
一
九
五
二
年
に
十
項

目
に
の
ぼ
る
「
教
師
の
倫
理
綱

領
」
を
決
定
し
た
。
「
教
師
は
平

和
を
守
る
」
「
教
師
は
正
し
い
政

治
を
求
め
る
」
「
教
師
は
労
働
者

で
あ
る
」
「
教
師
は
団
結
す
る
」

な
ど
で
あ
る
。

り
ま
し
た
。
ま
た
、
学
校
は
国
が
つ

く
る
の
が
当
た
り
前
で
私
立
は
例

外
に
な
り
ま
し
た
。
国
家
に
よ
る

子
供
た
ち
の
教
育
は
、
日
米
開
戦

の
一
九
四
一
年
に
尋
常
小
学
校
が

国
民
学
校
に
な
っ
て
か
ら
、
更
に

徹
底
さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
フ

オ
ル
ク
ス
シ
ュ

I
レ
の
真
似
で
、

学
校
は
軍
隊
と
同
じ
く
子
供
に
国

へ
の
奉
仕
を
教
え
、
子
供
を
親
か

ら
と
り
あ
げ
て
勤
労
動
員
さ
せ
た

り
す
る
揚
と
な
っ
た
の
で
す
」

橋
爪
教
授
は
、
戦
前
戦
中
の
状

況
を
と
う
語
っ
た
。

そ
し
て
一
九
四
五
年
、
日
本
は

敗
戦
で
米
軍
の
占
領
下
に
入
っ

た
。
米
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
二
十

七
名
の
教
育
使
節
団
は
、
ひ
と
月

の
滞
日
期
間
で
報
告
を
ま
と
め
、

日
本
の
教
育
の
徹
底
的
な
「
民
主

化
」
を
打
ち
出
し
た
。
文
部
省
に

象
徴
さ
れ
る
中
央
集
権
的
な
教
育

京
都
大
学
の
中
西
輝
政
教
授
が

語
る
。

「
戦
前
の
師
範
学
校
で
は
、
教
育

者
は
特
別
に
人
間
の
心
の
在
り

方
、
社
会
や
国
家
へ
の
責
任
感
、

伝
統
文
化
へ
の
親
近
感
を
身
に
つ

け
ま
し
た
。
教
師
は
聖
職
者
と
い

う
考
え
は
そ
と
か
ら
生
れ
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
教
員
養
成

で
は
社
会
や
国
家
、
伝
統
に
対
す

る
責
任
感
よ
り
も
、
幅
広
い
教
養

を
も
っ
て
い
る
と
と
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
来
は

教
師
と
い
う
職
業
に
は
そ
れ
が
天

職
だ
と
い
う
意
識
を
も
っ
た
人
が

就
く
べ
き
で
す
が
、
そ
れ
が
な
く

な
っ
て
い
っ
た
の
が
戦
後
教
育
の

大
き
な
過
ち
で
す
」

そ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
た
の

が
日
教
組
の
グ
労
働
者
説
4

だ
と

い
う
の
だ
。
日
教
組
自
ら
が
教
師

の
立
場
を
院
が
た
わ
け
だ
。
高
橋

教
授
も
語
る
。

「
文
部
省
の
新
方
針
の
柱
の
ひ
と

つ
、
学
校
完
全
五
日
制
と
い
う
の

は
、
実
は
子
供
た
ち
の
教
育
と
い

う
観
点
か
ら
出
て
き
た
考
え
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
教
師
も
労
働
者
で

あ
り
、
一
般
労
働
者
と
同
様
週
二

日
休
む
必
要
が
あ
る
と
い
う
発
想

か
ら
来
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
後

か
ら
つ
け
た
理
由
が
グ
新
し
い
学

力
d

な
の
で
す
」

教
師
は
労
働
者
で
あ
る
と
主
張

レ

行
政
を
解
体
し
、
教
育
の
地
方
分

権
を
推
進
す
べ
き
と
い
う
内
容

だ
。
そ
の
改
革
を

G
H
Q
は
文
部

省
を
潰
す
よ
り
も
存
続
さ
せ
る
ζ

と
で
推
進
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま

り
潰
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
文
部
省

は、

G
H
Q
の
身
替
り
と
し
て
前

面
に
立
て
ら
れ
た
の
だ
。

が、

G
H
Q
の
方
針
が
単
な
る

押
し
つ
け
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

文
部
省
の
権
限
を
弱
め
、
地
方

自
治
体
や
教
師
に
意
思
決
定
の
権

限
を
大
幅
に
与
え
る
と
い
う
考
え

方
は
、
す
で
に
明
治
十
二
年
(
一

八
七
九
年
)
の
教
育
令
に
見
ら
れ

た
も
の
だ
と
、
天
野
郁
夫

・
国
立

学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
教
授
が
『
日

本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
|
|
構
造
と

変
化
』
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

近
代
国
家
建
設
の
熱
情
に
燃
え

た
明
治
政
府
が
、
義
務
教
育
と
共

に
実
現
を
望
ん
だ
教
育
の
地
方
分

権
は
、
明
治
初
期
に
は
演
さ
れ
た

が
、
同
じ
考
え
が
六
十
年
余
り
を

経
て
、
占
領
軍
の
考
え
と
し
て
戻

っ
て
き
た
わ
け
だ
。
だ
が
、
教
育

の
地
方
分
権
は
ま
た
も
や
失
敗
す

る
。
教
育
改
革
を
進
め
る
た
め
に

辛
う
じ
て
存
続
を
許
さ
れ
た
は
ず

の
文
部
省
が
、
日
本
が
占
領
を
解

か
れ
た
一
九
五
二
年
以
来
、
息
を

吹
き
返
し
再
び
中
央
集
権
を
強
め

た
か
ら
だ
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
文
部
省
は
も

っ
と
力
を
つ
け
て
い
く
。
戦
後
の

教
育
の
歴
史
は
、
周
知
の
よ
う
に

文
部
省
と
日
教
組
の
対
立
の
歴
史

だ
っ
た
。
東
京
電
機
大
学
の
大
江

正
比
古
教
授
が
語
っ
た
。

「
日
教
組
は
革
新
勢
力
の
代
表
と

し
て
財
界
や
自
民
党
、
日
米
安
保

に
反
対
し
、
文
部
省
は
日
教
組
が

そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
教
育
現
場

に
持
ち
込
む
の
に
対
抗
す
る
た

め
、
殊
更
に
教
育
権
は
固
に
あ
る

と
強
調
し
ま
し
た
。
教
育
権
は
教

師
に
も
親
に
も
な
く
、
固
に
あ
る

と
い
う
従
来
の
考
え
方
で
す
。
教

育
現
場
で
は
双
方
が
子
供
と
親
の

取
り
合
い
を
演
じ
、
教
育
は
そ
っ

ち
の
け
に
な
り
ま
し
た
。
親
た
ち

は
教
育
に
関
し
て
は
日
教
組
も
文

部
省
も
当
て
に
は
な
ら
な
い
と
判

断
し
、
子
供
の
学
力
養
成
は
塾
や

予
備
校
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
今
日
の
状
況
に
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
す
」

生
徒
の
教
育
よ
り
も
日
教
組
と

の
対
立
に
精
力
を
注
ぐ
か
の
よ
う

に
、
文
部
省
は
指
導
要
領
に
よ
っ

て
教
育
現
場
に
細
か
く
口
出
し
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
を
い
つ
教

え
る
の
か
と
い
う
教
育
の
プ
ロ
セ

ス
を
、
現
場
に
立
っ
と
と
も
な
い

文
部
官
僚
が
管
理
す
る
の
だ
。
結

果
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
だ
。

橋
爪
教
授
が
語
る
。

「
指
導
要
領
は
実
に
細
か
く
決
め

医
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晶
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宅週刊新潮
す
る
一
方
で
、
日
教
組
は
長
年
、

教
育
課
程
自
主
編
成
の
運
動
を
続

け
て
き
た
。
文
部
省
が
今
回
掲
げ

た
自
由
裁
量
の
教
育
を
主
張
し
て

き
た
。
ま
さ
に
日
教
組
に
と
っ
て

は
今
、
好
機
到
来
の
は
ず
だ
。
だ

が
、
彼
ら
は
実
は
大
い
に
戸
惑
っ

て
い
る
。
総
合
的
学
習
の
自
由
裁

量
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
教
え
て

よ
い
か
が
わ
か
ら
ず
、
い
か
に
自

由
裁
量
す
る
か
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本

哲

学

な

き

文

フ
ィ
ル
ム
の
ポ
ジ
と
ネ
ガ
の
よ

う
に
文
部
省
と
臼
教
組
は
ど
ち
ら

も
ど
ち
ら
だ
。
そ
し
て
奇
妙
な
こ

と
に
、
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
彼

ら
が
今
、
手
を
結
び
合
っ
て
い
る
。

日
教
組
は
九
五
年
の
定
期
大
会
で

文
部
省
を
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
位

置
づ
け
た
。

協
調
路
線
の
中
で
、
日
教
組
が

反
対
し
続
け
て
き
た
主
任
制
度
や

学
習
指
導
要
領
の
受
け
入
れ
を
決

定
し
た
先
述
の
十
項
目
の
倫
理
綱

領
も
事
実
上
の
見
直
し
を
し
た
。

文
部
省
側
も
応
え
て
日
教
組
の

打
ち
出
す
よ
う
な
「
も
っ
と
多
く

の
ゆ
と
り
」
や
「
も
っ
と
多
く
の

自
由
」
を
追
求
す
る
新
方
針
を
出

し
て
き
た
。
念
ぜ
、
両
者
は
今
、

歩
み
寄
る
の
か
。

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
笑

え
な
い
実
態
が
あ
る
の
だ
。

高
橋
教
授
が
と
う
批
評
し
た
。

「
人
間
力
を
欠
く
の
が
他
で
も
な

い
教
師
で
す
。
自
分
に
な
い
も
の

を
教
え
な
さ
い
と
い
っ
て
も
教
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
戸

惑
っ
て
い
る
の
で
す
」

戦
後
教
育
の
中
で
生
徒
も
教
師

も
、
生
き
る
力
、
学
ぶ
力
を
失
っ

た
の
だ
。

部

行

政

日
教
組
側
に
は
組
織
率
が
三

O

M
を
割
り
込
む
と
い
う
深
刻
な
支

持
の
減
少
が
あ
る
。
文
部
省
側
の

歩
み
寄
り
の
理
由
に
つ
い
て
、
中

西
教
授
は
世
代
問
題
を
ひ
と
つ
の

要
素
と
し
て
あ
げ
た
。

「
今
や
各
省
庁
と
も
団
塊
の
世
代

が
上
級
幹
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
が
受
け
た
教
育
は
ま
さ
に
日

教
組
教
育
で
す
。
表
面
的
に
は
文

部
省
が
勝
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
実
は
日
教
組
が
勝
っ
た
と
も

言
え
る
の
で
す
。
と
れ
は
も
う
ブ

ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
で
す
」

と
の
聞
に
、
子
供
た
ち
の
学
力

は
更
に
惨
た
る
有
様
に
陥
っ
た
。

先
述
の
森
校
長
は
子
供
た
ち
の
学

力
は
「
七
五
三
」
だ
と
述
べ
た
。

「
小
学
校
で
三
割
、
中
学
校
で
五

割
、
高
校
で
七
割
が
、
授
業
が
理

解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
現
場
の

実
感
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
で
も

私
の
実
感
で
は
、
事
態
は
更
に
悪

い
。
高
校
で
二
割
が
授
業
に
つ
い

て
来
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
と
ろ
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
」

中
西
教
授
も
語
る
。

「
と
と
十
年
の
大
学
入
学
者
の
学

力
低
下
は
目
を
覆
う
ば
か
り
で

す
。
と
れ
ほ
ど
の
学
力
低
下
は
明

治
以
来
、
一
度
も
お
き
・
な
か
っ

た
。
私
の
国
際
政
治
の
ゼ
ミ
に
来

る
学
生
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ベ
ル

サ
イ
ユ
講
和
会
議
を
知
ら
・
な
か
っ

た
り
す
る
。
と
ん
な
驚
く
べ
き
事

態
が
今
や
話
題
に
も
な
ら
な
い
く

ら
い
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
」

日
本
が
陥
っ
た
知
の
衰
退
、
知

の
破
媛
。
と
の
前
代
未
聞
の
現
象

を
前
に
し
て
、
文
部
省
が
打
ち
出

し
た
新
方
針
は
機
能
し
な
い
だ
ろ

よ
1
J

。類
例
の
な
い
中
央
集
権
体
質
の

教
育
行
政
の
中
で
、
生
徒
も
教
師

も
自
ら
求
め
て
学
び
教
え
る
気
概

が
失
わ
れ
た
と
と
ろ
に
、
再
び
、

細
か
い
規
程
に
基
づ
く
「
自
由
な

教
育
」
を
押
し
つ
け
る
の
は
木
に

竹
を
接
ぐ
よ
う
な
も
の
だ
。

日
本
の
教
育
に
欠
け
て
い
る
の

は
、
文
部
省
が
打
ち
出
し
た
教
育

技
術
論
で
は
な
く
、
哲
学
な
の
だ
。

た
と
え
ば
、
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ

l

元
首
相
は
教
育
を
語
る
と

き
、
ま
ず
、
人
間
と
は
な

に
か
、
人
間
の
幸
せ
と
は

な
に
か
と
い
う
青
臭
い
議

論
を
散
々
重
ね
た
。
そ
の

末
に
、
人
間
の
自
立
を
説

き
、
自
立
に
支
え
ら
れ
た

幸
せ
を
実
現
す
る
た
め
の

教
育
を
説
い
た
。

ド
イ
ツ
に
は
、
科
学
研

究
者
に
最
も
必
要
な
の
は

哲
学
だ
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
。
科
学
と
い
う
理
詰
め
で
極

め
て
い
く
学
問
の
末
に
見
え
て
く

る
真
理
は
、
哲
学
の
素
養
な
し
に

は
、
そ
の
意
味
を
十
分
に
読
み
と

る
と
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え

で
あ
る
。

日
本
の
文
部
行
政
で
実
質
的
に

欠
け
て
い
る
の
が
、
と
の
種
の
基

本
論
で
あ
る
。
私
た
ち
は
念
ぜ
学

ぶ
の
か
、
私
た
ち
は
何
者
か
と
い

う
根
本
を
問
う
べ
き
だ
。
子
供
た

ち
に
「
生
き
る
力
」
を
養
わ
せ
よ

う
と
す
る
念
ら
、
ま
ず
、
自
己
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
確
に
意

識
さ
せ
る
と
と
だ
。
そ
れ
は
自
分

の
生
ま
れ
た
国
を
聞
い
、
自
分
の

育
っ
た
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
と

と
で
も
あ
る
。
文
部
省
と
日
教
組

の
演
じ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立

を
越
え
た
と
ζ

ろ
に
、
子
供
た
ち

に
伝
え
る
べ
き
大
切
な
文
化
が
あ

る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

定|噌Il
マlす|笠
~-l持

A
V
謀
議

だ
が
文
部
行
政
は
子
供
そ
っ
ち

の
け
で
中
央
集
権
に
と
だ
わ
っ
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
現
場
に

は、

青
白
く
て
覇
気
が
な
く
知
識

水
ぶ
く
れ
で
、
し
か
も
、
そ
ん
な

自
分
を
愛
す
る
と
と
が
で
き
な
い

子
供
た
ち
が
出
現
し
た
。
戦
後
半

世
紀
の
文
部
行
政
は
失
敗
だ
っ
た

と
と
の
証
左
で
あ
る
。
な
ら
ば
文

部
省
は
、
も
は
や
教
育
の
揚
か
ら

退
く
べ
き
だ
。
少
な
く
と
も
、
幼

稚
園
か
ら
大
学
院
ま
で
、
そ
し
て

省
庁
再
編
後
は
科
学
技
術
庁
と
合

併
し
て
科
学
の
振
興
に
ま
で
力
を

振
る
お
う
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
文
部
省
は
自
ら
の
役
割
を
限

定
せ
よ
。
義
務
教
育
は
地
方
自
治

体
に
任
せ
、
高
等
教
育
を
中
央
集

権
で
支
配
す
る
の
は
や
め
る
ζ

と

だ
。
教
育
の
揚
か
ら
生
き
る
力
を

蘇
ら
せ
る
に
は
、
文
部
省
の
官
僚

主
義
の
排
除
が
肝
要
だ
。
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近
ご
ろ
は
「
フ
口
、
メ
シ
、
ネ
ル
」
の
亭
主
は
論

外
だ
。
奥
様
は
魔
女
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
動
的

に
風
呂
は
沸
か
な
い
し
、
料
理
の
膳
も
そ
ろ
わ
な

い
。
み
ん
な
山
の
神
様
の
働
き
の
お
陰
な
の
で
あ

る
。
実
は
最
近
、
そ
の
力
ミ
様
の
働
き
を
金
額
に
評

価
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
亭
主
た
ち
が
女
房
に
給

料
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
日
が
来
る
の
か
。

妻
に
、
「
ア
ン
タ
の
分
も
家
事

や
っ
て
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
分
、

給
料
で
も
も
ら
お
う
か
し
ら
」
と

言
わ
れ
た
ら
ど
う
し
ま
す
。

実
は
、
外
資
系
の
損
害
保
険
会

社
「
ア
メ
リ
カ
ン
ホ

l
ム
保
険
」

(
東
京
・
錦
糸
町
)
は
日
月
日
日

か
ら
通
信
販
売
の
所
得
補
償
保
険

に
専
業
主
婦
も
加
入
で
き
る
と
い

う
特
約
を
加
え
た
。
こ
れ
は
業
界

で
初
の
試
み
だ
と
い
う
。

で
、
そ
の
所
得
補
償
の
最
高
月

額
と
い
う
の
が
日
万
円
だ
と
い
う
。

家
事
は
立
派
な
労
働
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
対
価
を
要
求
し
て
も

い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
万

円
と
は
・
・
・
・
。

家
政
婦
さ
ん
な
ら
、
働
き
が
悪

い
の
で
契
約
解
消
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
専
業
主
婦
の
場
合
、

働
き
が
悪
い
か
ら
と
い
っ
て
夫
婦

解
消
と
は
い
か
な
い
。
相
場
が
な

い
専
業
主
婦
の
仕
事
に
ど
う
や
っ

て
値
段
を
つ
け
た
か
?
同
社
の

住
政
甑
パ
イ
ス
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
に

仕
組
み
を
聞
こ
う
。

枠
凶
行
か
ら
コ
ス
ト

を
算
出
す
る
と
・
.. 

「
所
得
補
償
保
険
と
い
う
の

は
、
被
保
険
者
が
病
気
と
か
ケ
ガ

で
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
被
る
損
害
の
分
を
支
払 炊事、育児、買い物と主婦の仕事は大変だ

226 

の
金
額
評
価
は
約

1
8
7
万
円

だ
。
こ
れ
を
ロ
で
割
っ
て
、

1
か

月
当
た
り
約
日
万
6
0
0
0
円。

切
り
の
い
い
と
こ
ろ
で
日
万
円
が

目
安
に
な
る
わ
け
だ
。

き
て
、
そ
こ
で
。
日
万
円
と
い

う
金
額
は
本
当
に
妥
当
な
金
額
な

の
だ
ろ
う
か
?

委
か
ら
い
き
な
り
日
万
円
出
し

な
さ
い
と
言
わ
れ
た
ら
、
大
概
の

男
た
ち
は
「
高
す
ぎ
る
」
と
悲
鳴

を
上
げ
る
に
違
い
な
い
。

で
も
、
財
産
の
権
利
は
五
分
五

分
と
考
え
れ
ば
、
月
額
却
万
円
以

上
稼
ぐ
夫
は
、
日
万
円
で
も
安
い

と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
金
額
で

評
価
す
る
と
い
う
の
は
結
構
微
妙

な
問
題
な
の
で
あ
る
。

世
界
基
準
に
出
べ

か
な
り
低
い
評
価

東
京
家
政
大
学
の
樋
口
恵
子
教

授
の
話
。

「
何
年
に
北
京
の
世
界
女
性
会

議
で
採
択
さ
れ
た
行
動
綱
領
で

は
、
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ

1
ク
(
無
償

労
働
)
の
評
価
と
い
う
こ
と
が
入

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
主
と
し
て

女
性
が
担
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

を
計
算
し
よ
う
と
い
う
提
案
が
で

て
い
て
、
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る

の
は
事
実
で
す
。

た
だ
し
、
専
業
主
婦
の
在
り
方

も
い
ろ
い
ろ
で
す
。
介
護
や
子
育

て
を
し
て
い
る
主
婦
と
、
比
較
的

の
ん
び
り
し
て
い
る
主
婦
と
で
は

全
然
違
う
し
、
閉
じ
専
業
主
婦
で

も
夫
が
家
事
に
積
極
的
か
そ
う
で

な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
結

局
、
実
際
に
何
時
間
労
働
し
て
い

る
か
を
見
る
よ
り
し
ょ
う
が
な
い

わ
け
で
、
高
い
か
ど
う
か
な
ど
一

概
に
は
い
え
ま
せ
ん
」

目
白
学
園
女
子
短
大
生
活
科
学

科
非
常
勤
講
師
・
品
田
知
美
氏
は

こ
の
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ

1
ク
を
専
門

に
研
究
し
て
い
る
。
品
田
氏
の
話
。

「
日
本
の
家
事
労
働
を
評
価
す

る
と
、
欧
米
に
比
べ
て
非
常
に
低

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
家
事

の
時
聞
が
相
対
的
に
短
い
。
こ
れ

は
要
す
る
に
平
均
値
だ
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
欧
米
に

比
べ
て
家
事
が
主
婦
に
集
中
す
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
の
世
帯
を
考
え
た
と
き
、

回覇詞!'99. 1. 3・10

専
業
主
婦
の
労
働
を
妥
当
に
評

価
す
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

東
京
工
業
大
学
で
教
え
る
社
会
学

の
橋
爪
大
三
郎
教
授
に
聞
い
た
。

。

資
本
主
義
社
会
で
は
、
初
め
は

工
場
労
働
を
し
て
い
た
女
性
や
子

供
が
家
に
入
り
、
代
わ
り
に
男
が

働
き
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史

が
あ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
メ
リ
カ
、
日
本
で
初
め
て
専
業

主
婦
が
生
ま
れ
て
く
る
。

専
業
主
婦
は
、
家
の
中
で
働
い

て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
労
働

は
公
共
性
も
な
く
、
市
場
化
も
さ

れ
な
い
。
お
金
と
関
係
の
な
い
労

働
が
初
め
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で

す
。
だ
か
ら
値
段
が
つ
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
値
段
を
つ
け

な
く
て
は
い
け
な
い
ケ
ー
ス
が
起

き
て
く
る
。
値
段
の
な
い
も
の
に

値
段
を
つ
け
る
の
は
近
代
の
刑

法
、
民
法
の
大
原
則
で
す
。
す
べ

て
の
損
害
は
お
金
で
解
決
さ
れ
る
。

そ
こ
で
慰
謝
料
や
名
誉
棄
損
の

相
場
の
問
題
で
す
。

さ
て
、
妻
が
交
通
事
故
で
死
ん

だ
と
す
る
。
損
害
賠
償
の
問
題
が

起
き
る
。
一
つ
の
計
算
法
は
妻
の

代
わ
り
を
し
て
く
れ
る
家
政
婦
を

雇
う
た
め
の
、
そ
の
費
用
を
代
替

IIW 
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す
る
方
法
。
も
う
一
つ
は
、
例
え

ば
妻
が
弁
護
士
だ
っ
た
と
し
た

ら
、
そ
の
収
入
に
見
合
っ
た
賠
償

を
求
め
る
と
い
う
や
り
方
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
計
算
も

「
た
ら
」
「
れ
ば
」
の
話
だ
か
ら
、

本
当
は
根
拠
薄
弱
で
す
。
と
い
っ

て
も
、
そ
も
そ
も
値
段
が
つ
か
な

い
も
の
を
計
算
す
る
か
ら
に
は
無

理
に
決
ま
っ
て
い
る
。
で
も
、
こ

れ
以
上
の
方
法
は
な
い
し
、
い
ざ

と
い
う
と
き
は
こ
う
す
る
し
か
な

い
。
事
実
、
保
険
と
い
う
の
は
い

ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の
存
在
だ

か
ら
、
こ
れ
で
い
い
ん
で
す
。

金
額
に
つ
い
て
も
半
分
く
ら
い

の
人
は
安
い
と
思
い
、
半
分
く
ら

い
の
人
は
高
い
と
思
う
。
こ
れ
で

ち
ょ
う
ど
い
い
わ
け
で
す
。

六

岬
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た
と
え
ば
成
人
し
て
就
験
し
た
嫁

が
家
事
を
し
な
い
ま
ま
、
実
家
か

ら
通
っ
て
た
り
す
る
と
、
一
人
当

た
り
の
平
均
し
た
家
事
時
聞
は
短

く
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
主

婦
個
人
に
焦
点
を
あ
て
る
と
必
ず

し
も
家
事
時
聞
は
短
く
な
い
。
で

も
、
そ
れ
は
マ
ク
ロ
分
析
で
は
な

か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
」

品
田
氏
に
よ
れ
ば
、
マ

ク
ロ
的

な
分
析
で
は
日
本
人
の
家
事
時
聞

は
世
界
の
中
で
は
短
い
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
国
際
的

に
見
て
、
日
本
は
男
女
の
平
均
賃

金
の
格
差
も
大
き
い
と
の
こ
と
な

の
で
、
専
業
主
婦
の
労
働
を
金
額

評
価
す
る
と
二
重
に
低
く
計
算
さ

れ
か
ね
な
い
の
だ
と
い
う
。

「
で
す
か
ら
、
世
界
的
に
み
れ

ば
専
業
主
婦
の
評
価
日
万
円
は
む

し
ろ
相
当
低
い
と
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」

と
は
い
っ
て
も
、
月
々
日
万
円

も
奥
さ
ん
に
払
っ
た
ら
、
オ
チ
オ

チ
、
外
で
酒
も
飲
め
な
い
と
い
う

亭
主
族
は
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
お

釈
迦
様
の
手
の
ひ
ら
の
上
で
遊
ば

せ
て
も
ら
っ
て
る
よ
う
な
も
の
と

自
覚
し
、
と
り
あ
え
ず
カ
ミ
さ
ん

孝
行
に
努
め
る
べ
き
か
も
。

(
小
野
寺

昭
雄
)
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ム
同

一一一一ロ
民意のデジタル化
世議調査は当てにならない、という観がおる。
やり方が時代に合わないのか、政治が悪いのか。
あるいは、「世諭j自体に問題があるのか。

て
い
る
、
電
話
帳
に
掲
議
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
関
係
な
く
任
意
の
電
話
番
号

に
電
話
を
か
け
る
R
D
D
(
ラ
ン
ダ
ム
・

デ
ジ
ッ
ト

・
ダ
イ
ヤ
リ
ン
グ
)
を
試
験

的
に
始
め
て
い
る
も
の
の
、
「
声
な
主
、
声

を
つ
か
む
こ
と
の
雛
し
さ
は
、
間
違
い

な
く
強
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
。

「
正
確
な
調
査
の
た
め
の
努
力
は
し
て

い
る
が
、
幅
広
い
世
論
を
す
く
い
切
れ

て
い
な
い
の
は
事
晶
夫
」

と
苦
し
い
心
情
を
吐
露
す
る
世
論
調

査
拘
当
者
も
い
る
。

政
治
技
況
が
複
雑
だ
か
ら

文
部
省
統
計
数
理
研
究
所
の
林
知
己

夫
名
誓
教
綬
は
、
調
査
実
施
日
の
云
々

よ
り
、
調
査
の
あ
り
方
、
特
に
正
確
性

の
追
求
を
怠
る
マ
ス
コ
ミ
が
増
え
て
き

た
風
潮
に
加
え
て
、
旧
態
依
然
と
し
た

質
問
の
出
し
方
に
疑
問
を
呈
す
る
。

「政
治
が
保
守
か
革
新
か
、
明
快
で
や

さ
し
か
っ
た
五
五
年
体
制
が
終
わ
り
、

国
民
の
目
に
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
。
景
気
と
か
、
福
祉
と
か
、
問
題
ご

と
に
支
持
政
党
も
違
っ
て
く
る
」

た
と
‘
え
ば
原
発
に
賛
成
か
反
対
か
と

聞
か
れ
れ
ば
、
「
反
対
」
と
答
え
る
人
が

多
い
。
け
れ
ど
、
実
際
は
仕
方
な
い
、

と
い
う
消
極
的
賛
成
も
多
敏
派
だ
っ
た

り
す
る
。

「
政
治
な
ら
政
治
だ
け
見
て
い
る
か
ら

だ
め
な
ん
で
す
。
社
会
の
全
体
像
、
日

本
人
像
を
見
て
、
大
衆
の
心
の
あ
り
方

ま
で
踏
み
込
む
調
査
を
し
な
い
と
」

と
く
ぎ
を
さ
す
。

調
査
花
盛
り
の
時
代
た
。
博
報
堂
生

活
総
合
研
究
所
の
襲
撃
霊
は
、

自
民
党
の
大
敗
を
あ
る
程
度
、
予
想
し

‘i 自
民
党
が
歴
史
的
な
大
散
を
喫
し
、

僑
本
値
太
郎
首
相
を
退
陣
に
追
い
込

ん
だ
昨
年
七
月
の
拳
議
院
選
挙
。
投
票

率
が
予
想
外
に
上
が
眠
錘
答
丞
届
の

選
択
が
政
治
を
動
か
し
た
。
そ
れ
は
ま

た
、
続
問
・
テ
レ
ピ
な
ど
マ
ス
コ
ミ
に

と
っ
て
も
「
敗
北
」
だ
っ
た
、
と
の
自

己
批
判
が
一
節
に
あ
る
。

事
前
に
発
表
さ
れ
た
各
桂
の
選
挙
情

努
調
査
は
、
軒
並
み
自
民
が
振
る
わ
な

い
も
の
の
、
六
十
前
後
の
議
席
を
確
保

す
る
と
い
う
結
果
が
幽
た
。
ふ
た
を
あ

け
て
み
れ
ば
、
袋
得
で
き
た
議
席
は
四

十
四
。
こ
れ
だ
け
の
惨
敗
を
予
測
で
き

た
社
は
一
つ
也
な
い
。

た
と
え
ば
、
自
民
が
「
五
十
九
プ
ラ

ス
マ
イ
ナ
ス
六
」
と
し
た
朝
日
続
聞
の

場
合
、
各
畳
の
支
持
率
が
反
映
さ
れ
や

て
い
た
と
語
る
。
昨
年
五
月
の
「
生
活

定
占
に
調
査
で
、
現
在
の
社
会
に
対
す

る
不
安
が
急
増
し
て
い
た
か
ら
だ
。
世

a
e
 

の
中
に
対
す
る
怒
り
、
不
安
、
哀
し
み

の
感
情
な
ど
が
増
え
、
ま
た
「
日
本
は

悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
」
は
九
六

年
の
三
七
%
か
ら
六
六
%
へ
、
「
日
本
人

は
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
」
も
四

二
%
か
ら
六
六
%
、
「
世
の
行
く
末
は
悪

く
な
る
」
も
三
三
%
か
ら
五
一
%
へ
と

急
増
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
日
本
で
は
か
つ
て
、
社

会
不
安
が
強
い
と
き
に
は
政
権
党
の
支

持
率
が
高
ま
る
、
と
い
う
の
が
「
常
識
」

と
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
・
・
・
・
・
・

0

す
い
比
例
区
で
は
直
玄
関
予
測
通
り
の
結

果
に
な
っ
た
も
の
の
、
当
港
線
上
で
各

候
補
が
鏡
り
合
う
選
参
区
で
食
い
違
っ

た。

な
ら
な
い
ほ
ど
、
速
い
。
民
主
党
支
持

率
も
そ
う
だ
が
、
民
間
的
に
変
わ
っ
て

い
く
。
移
り
気
な
ん
で
す
@
し
か
も
、

政
治
へ
の
関
心
が
低
下
し
て
い
る
か
ら
、

投
票
日
が
近
づ
か
な
い
と
、
ど
こ
に
投

票
す
る
か
決
め
な
い
。
無
党
派
層
の
多

い
東
京
選
挙
区
だ
け
は
三
度
-
調
査
を

し
た
が
、
全
国
的
に
も
投
票
前
日
仁
調

査
を
す
る
な
ど
工
夫
を
す
れ
ば
、
正
確

に
予
測
で
き
た
は
ず
な
の
に
・
・
・
:
・
」

し
か
し
、
無
党
派
層
の
「
つ
か
み
ど

こ
ろ
の
な
さ
」
は
、
そ
う
単
純
に
ク
リ

ア
で
き
る
も
の
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

回
収
率
は
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
、
低
下

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
電
話
調
査

電
冨
調
査
か
ら
渇
れ
る
人

選
畳
事
情
努
調
査
は
世
鎗
調
査
の
方
法

を
ベ

l
ス
に
し
な
が
ら
、
鎌
々
な
推
計

式
を
加
申
え
る
も
の
だ
。
独
自
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
持
つ
名
証
が
威
信
を
か
け
て
行
い

な
が
ら
、
一
体
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ず
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
抵
の
骨
量
調
査
担
当
者
は
、
調

査
が
役
票
日
の
一
週
間
前
に
実
施
さ
れ

る
点
に
問
題
あ
り
、
と
指
損
す
る
。

「
民
意
の
動
き
が
晶

p』
は
比
べ
も
の
に

そ
れ
に
し
て
も
、
い
ま
や
多
数
派
を

占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
日
本
の
「
無
党

派
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

予
測
外
れ
る
の
は
必
然
?

東
京
工
業
大
の
僑
爪
大
三
郎
教
授

(
社
会
学
)
は
、
現
在
の
政
治
状
況
を

「
正
常
で
な
い
」
と
厳
し
い
。

政
治
的
意
識
が
高
い
人
、
反
対
に
無

関
心
な
人
、
支
持
政
党
が
解
党
、
消
滅

し
て
し
ま
っ
た
人
:
:
:
。
そ
う
し
た
層

が
無
党
派
に
な
る
の
は
、
適
当
な
既
成

政
党
が
み
つ
か
ら
な
い
、
や
む
を
え
な

い
一
時
し
の
ぎ
だ
と
い
う
。

僑
爪
教
授
は
さ
ら
に
、
事
実
報
道
に

徹
す
べ
き
マ
ス
コ
ミ
が
選
挙
結
果
の
予

測
に

一
喜
一
憂
す
る
必
要
は
な
い
と
し

た
、
?
え
で
、
外
れ
る
原
因
を
、
マ
ス
コ

ミ
の
発
達
そ
れ
自
身
に
求
め
る
。

つ
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
は
報
道
さ
れ
た

こ
と
だ
け
が
事
実
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り

だ
が
、
極
端
な
事
件
や
人
物
を
中
心
に

扱
う
こ
と
へ
の
人
々
の
違
和
感
や
反
発

も
婚
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
自
分
だ
け

は
違
う
と
い
う
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的

な
気
分
が
国
民
の
聞
に
広
ま
る
。
そ
れ

で
マ
ス
コ
ミ
予
測
と
逆
の
政
党
に
役
盲
罰

す
る
あ
ま
の
じ
ゃ
く
的
行
動
を
取
っ
て
、

留
欽
を
下
げ
る
|
|
。
こ
ん
な
心
理
右

手
伝
っ
て
、
無
党
派
層
の
予
測
は
嬢
し

も
た
び
た
び
使
わ
れ
る
方
法
だ
が
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
意
禽
の
高
ま
り
か
ら
、
線

市
圏
で
は
電
話
番
号
を
電
話
帳
に
圃
閉
経

す
る
人
が
滅
旬
、
特
に
畿
内
で
は
五
舗

を
切
っ
て
い
る
。
電
話
番
号
を
載
せ
る

人
の
方
が
自
民
党
支
持
率
が
高
い
、
と

い
う
指
様
も
あ
る
。

近
年
、
テ
レ
ビ
局
を
中
‘
心
に
、
役
票

所
で
役
票
し
て
き
た
ば
か
り
の
人
に
聞

く
幽
口
調
査
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、

先
の
沖
縄
知
事
選
で
は
出
口
調
査
が
各

社
と
も
大
は
ず
れ
だ
っ
た
。

時
代
の
変
化
に
対
応
す
ぺ
く
、
掴
朝
日

新
聞
な
ど
で
は
、
米
国
で
既
に
並
量
し

い
の
だ
ろ
う
と
い
う
。

「
単
に
マ
ス
コ
ミ
の
逆
を
行
き
た
い
と

い
う
だ
け
な
ら
、
情
け
な
い
」

フ
ロ
イ
ト
も
言
う
よ
う
に
、
自
分
の

認
識
す
る
欲
望
と
無
意
識
の
欲
望
は
往

々
に
し
て
対
立
す
る
。
精
神
分
析
学
の

・
し
だ

La--一噌

岸
田
秀
・
和
光
大
教
授
は
、
だ
か
ら
予

測
が
外
れ
る
の
は
必
然
的
だ
と
い
う
。

「
過
去
の
延
長
線
上
に
現
在
が
な
い
時

代
、
当
た
ら
な
い
の
は
当
然
」

政
治
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム
、
会
社
主

義
、
そ
し
て
「
私
」
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が

関
わ
れ
る
い
ま
、
世
論
調
査
も
再
考
の

時
期
、
か
も
し
れ
な
い
。

醤
集
部
藤
生
奈
子
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市
場
規
模
六
千
六
百
億
円
に
成
長
し
た
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
が
、
激
安
型
と
高
級
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
型
に
二
極
化
し
始
め
て
い
る
。
歌
だ
け
が
目
的
の
若
い
利
用
客
が
激
安
居
に
集
う
一

方
で
、
「
料
理
も
雰
囲
気
も
」
と
要
求
す
る
ア
ダ
ル
ト
な
客
が
目
立
っ
て
き
た
。
テ
1
マ
パ
ー

ク
風
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
施
設
が
次
々
と
誕
生
。
飽
和
状
態
に
達
し
た
市
場
で
、
五
千
六
百

万
人
の
カ
ラ
オ
ケ
フ
ァ
ン
の
奪
い
合
い
は
厳
し
さ
を
増
す
。

足早実伊--'" ヨミデ

-テl
マ
パ

l
ク
風

凍 申

「
ょ
う
こ
そ
ハ
ロ

l
キ
テ
ィ
。

伸
良
く
楽
し
ん
で
い
っ
て
ね
」

東
京
・
銀
座
。
業
界
愚
大
手

の
第
一
興
商
(
本
社
東
京
)
が

手
掛
け
る
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
降
り
る

と
、
ハ
ロ

1
キ
テ
ィ
が
話
し
か

け
て
き
た
。

全
フ
ロ
ア
六
十
三
室
の
う
ち

十
一
室
が
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
飾
ら
れ
、
廊
下
か
ら
ト
イ
レ

ま
で
テ
1
マ
パ
l
ク
風
。
空
前

の
キ
テ
ィ
ブ
l
ム
も
迫
い
風
に

な
っ
て
一
九
九
七
年
十
月
の
オ

ー
プ
ン
以
来
、
予
約
は
殺
到
。

こ
れ
ま
で
に
神
戸
市
や
高
知
市

な
ど
全
国
六
百
に
キ
テ
イ
ル
ー

ム
が
誕
生
し
た
。

東
京
・
六
本
木
の
ホ
テ
ル
ア

イ
ピ
ス
で
、
ガ
イ
ア
(
本
社
東

京
)
が
企
画
し
た
カ
ラ
オ
ケ
ル

ー
ム
は
、
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
が

テ
1
マ
の
十
六
室
。
水
着
で
歌

え
る
ジ
ャ
グ
ジ
I
仕
様
の
ほ
か

モ
ロ
ッ
コ
風
、
カ
ナ
ダ
風
、
ア

ラ
ブ
風
な
ど
の
個
性
的
な
造
り

が
特
色
だ
。

「
仰
の
よ
い
友
達
と
個
室
で

く
つ
ろ
ぎ
、
グ
ル
メ
と
パ
l
テ

E

t ?・--IL...，
邑記

岡 j
ィ
ー
を
楽
し
み
た
い
。
そ
ん
な

客
の
求
め
に
応
じ
た
ら
リ
ゾ
ー

ト
ホ
テ
ル
の
形
に
な
っ
た
」
と

同
社
の
木
戸
幸
彦
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
。東

京
・
麻
布
台
の
「
フ
ェ
ス

タ
飯
倉
」
の
よ
う
に
、
専
任
の

料
理
人
と
ソ
ム
リ
エ
が
常
駐
し

グ
ル
メ
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
し
て

い
る
施
設
も
出
現
、
「
二
次
会

が
省
け
る
」
と
ア
ダ
ル
ト
層
に

評
判
だ
。

-
売
り
上
げ
は
順
調

全
国
カ
ラ
オ
ケ
事
業
者
協
会

(
本
部
東
京
)
な
ど
の
調
査
に

よ
る
と
、
カ
ラ
オ
ケ
ル
1
ム
の

部
屋
数
は
九
0
年
代
を
通
じ
て

増
え
続
げ
、
九
六
年
比
は
十
六

カ
ラ
オ
ケ
を
完
備
し
た
フ

ァ
ー
ス
ト
フ
l
ド
庖
の
2

階
建
て
パ
ス
で
、
お
別
れ

会
を
聞
く
母
子
の
ク
ル
ー

プ

H
干
葉
県
船
橋
市

で
明
る
い
雰
囲

気
の
中
、
ホ
ー

ム
パ
ー
テ
ィ
ー

感
覚
で
楽
し
ん

で
も
ら
え
る
」

と
い
う
同
社

は
、
潜
在
需
要

の
大
き
い
フ
ァ

ミ
リ
ー
客
開
拓
民
今
後
も
取
り

組
む
予
定
だ
。

日
本
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
学
会

の
会
長
で
社
会
学
者
の
橋
爪
大

三
郎
さ
ん
は
、
変
化
の
端
緒
は

「
通
信
カ
ラ
オ
ケ
の
普
及
で
、

ソ
フ
ト
の
品
ぞ
ろ
え
が
勝
負
所
一

に
な
ら
な
く
な
っ
た
」
と
み
る
。

一

「
そ
の
結
果
、
若
者
が
コ
ン

ビ
ニ
感
覚
で
利
用
す
る
激
安
居

一

ゃ
、
付
加
価
値
を
求
め
る
家
族

一

や
恋
人
の
た
め
の
ア
ミ
ュ
ー
ズ

一
、

メ
ン
ト
型
が
現
れ
る
の
は
当
然

だ
ろ
う
。
カ
ラ
オ
ケ
空
間
と
レ

ス
ト
ラ
ン
や
宴
会
場
の
境
界
が

な
く
な
っ
て
多
様
化
し
、
不
田

下
で
相
対
的
に
安
価
な
娯
楽
と

し
て
楽
し
ま
れ
て
い
る
の
だ
と

思
う
」
と
話
し
て
い
る
。

趣
向
凝
ら
し

フ
ア

が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
の
が

う
か
が
え
る
。
歌
う
た
め
だ
け

の
激
安
居
で
は
、
新
た
な
客
層

の
開
拓
は
望
め
ず
利
益
事
に
も

限
界
が
あ
る
l
。
顧
客
ニ

l
ズ

へ
の
対
応
次
第
で
は
、
サ
パ
イ

パ
ル
ゲ
l
ム
に
勝
て
な
い
こ
と

を
業
者
側
も
痛
感
し
て
い
る
。

-
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

実
際
、
同
協
会
の
九
八
年
三

月
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
客
の

利
用
促
進
策
に
「
飲
食
メ
ニ
ュ

ー
の
充
実
」
「
宴
会
・
パ
ー
テ

ィ
ー
の
充
実
」
な
ど
を
挙
げ
、

「
一
回
の
改
装
」
を
課
題
と
考
え

る
高
級
化
志
向
の
業
者
が
全
体

の
四
割
を
超
え
た
。

「
カ
ラ
オ
ケ
環
境
が
整
う
に

ン
争
奪

万
と
過
去
最
高
を
記
録
。
一
一
回
従
い
、
『
歌
え
れ
ば
ど
こ
で
も

舗
当
た
り
の
月
間
売
り
上
げ
も
い
い
』
か
ら
『
気
持
ち
よ
く
歌

順
調
で
、
九
六
年
の
約
五
百
三
い
た
い
』
『
グ
ル
メ
も
楽
し
み

十
五
万
円
か
ら
九
八
年
は
約
五
た
い
』
と
、
歌
以
外
の
プ
ラ
ス

百
七
十
万
円
に
。
ア
ル
フ
ァ
を
利
用
者
は
求
め
る

注
目
さ
れ
る
の
は
、
月
間
売
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
」
と
同

り
上
げ
一
干
万
円
を
超
す
庖
が
協
会
の
片
岡
史
問
専
務
理
事
は

九
六
年
に
は
二
・
八
%
に
す
ぎ
強
調
す
る
。

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
九
八
年
そ
ん
な
中
、
日
本
マ
ク
ド
ナ

は
八
・
三
%
と
大
幅
に
増
え
た
ル
ド
(
本
社
東
京
)
は
、
居
の

点
だ
。
人
気
庖
や
大
型
居
へ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
カ
ラ

集
中
が
進
み
、
淘
状
(
と
う
た
)
オ
ケ
機
器
を
設
置
、
子
ど
も
の

誕
生
会
な
ど
を
歌
付
き
で
開
げ

る
よ
う
に
し
た
。
既
に
干
葉
、

愛
知
、
京
都
、
大
阪
な
ど
全
国

十
五
百
で
展
開
、
う
ち
四
百
は

二
階
建
て
パ
ス
を
改
良
し
た
も

の
だ
。「

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

ぐト

， 、
， -
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A controversialsink-or-swim tack 
toward Japan's troubled yo凶hs
By Nicole GaoueUe ユ11;/11
Staff writer of The Christian Science Monitor 

KOWA CITY， JAPAN E m …… sends his students Into出esilvery blue Pa-
c出cto fight for the!r lives. This experience， 

he says， is just what they need. 
Mr. Totsuka is not a social worker or psy-

chologlst. he・sa professional sai1or. His sup-
porters say the Totsuka Yacht School has saved 
hundreds of children frr m de1lnquency， depres-
sion， and even disease. 

Totsuka says his app~'oach -beating与， forced 
encounters with d印 ger，阻dmilitary-1!ke disci-
p1泊e-. works because it _.1出 esJapan's. wa円四d
youths aware of their proper p1ace in society. 

When five of his students died in出e1980s， 
prosecutors disagreed. 

Courts convicted h加 ona range of charges In 
two of the deaths，仕leresu!t of harsh beatings 
and conflnement. Totsuka spent three yearsbe-
hind bars and is appeallng a second Jai1 sentence. 

“1 fee1 some hatred for Mr. Totsuka， for what 
he did to my son's life，" says Toru Mizutani， 

whose son Shln was 10st at sea.“My son will 

School founderHiroshi Totsuka's 

ぃ mgthodsqrJklTleant to promote 
ベてdevelopIngotMself-disciplineF

restraint， perseverance， and a 

proper sense of your place， all 
classic Japanese values. 

never come back." 
The deaths made Totsuka a pariah， but.h巴

has been r巴buildlnghis schoo1 over the past 
decade. Today the number of applications is 
growlng and he is turnlng' peop1e away. 

He has the backlng of company presidents 
叩 d出ee紅 ofpeop1巴nationwidewho attend his 
seminars. In Interviews， p訂 ents，socio10gists， 

educators， and a psycho10gist were al1 re1uctant 
to criticize hlm. Last month Beat Takeshi， a pop-
叫戸rd!rector and TV tersonality， suggested出 a
m司jormagazine出atTotsuka schoo1s be opened 
across the coun句.

It is a puzz1lng comeback. 
How a man convicted In the deaths of two 

young boys， a man without educational， reli-
gious， or counse1lng credentials， can become a 
sought-after βdviser says as much about the un-
easy state of Japan today as it does about the 
manh凶 self.

As the 1990s w1nd down， an entrenched re-
cession is erodlng social and economic stability. 
Critics and working peop1e al泳ecomp凶 n出at
出eco山町has10st its sense ofpurpose. Japan's 
children have become a disturblng symbo1 of出is
mal剖se:Increasing1y vio1ent and adrift;出ey紅 e.
one teachersays， "wild at he訂t."

To families 100king for answers， Totsuka 
hawks a philosophy of strong p甜 iarchy田 dtra・
ditional values出atevokes the imaglned purity of 
Japan's past -a vision of unity and disclp1lne 
that has poter.t app(!n! for o1o:;ny .Japar_ese. 

He reiruorces his words 、Ili仕1action， uslng 
仕組ningm巴thods出atecho old military and reli-
gious practices. In counterpolnt， he decries仕le
Western concept of human rights， which he say's 
has left parents re1uctant to physically discip1lne 
their children. 

8acklash against Western standards 
In some ways， his argument is a cu1tural ver-

sion of the economic debate in p訂 tsof Asia now 
-whether western standards are appropriate， 

and whether出eyshould be cast out In part or in 
full. Totsuka discusses these issues In three to 
four seminars a month， wi出 groupsof 10 to 20， 
and in a news1etter to 3，000 subscribers. 

"It's always stimu1atlng to hear hlm talk，" says 
Hideaki Yano， a Tokyo book editor who regul訂 1y
attends仕leseminars， which cost up to $90.“日e
encourages us to deve10p Inner strength." 

Corporate boosters provide fundlng. One se-
curity f!rm has given $90，000 slnce 1986. His 
mpst vocal supporter is the popu1ar nationalist 
Intellectual Shlntaro Ishillara， who compares 
Totsuka to Copernicus，出escientist persecuted 
for saying出eearth revolved around the sun. 

Totsuka・scomeback indicates on巴Inward，au-
thoritarian turn Japan cou1d take In湯lefuture. 
“It's Just a question of whether Totsuka can rid巴
血e廿endofwhere Japan is goingright now，" says 
Tsunekazu Takeuchi， an education pr.ofessor at 
To勾0・sKokugakuin Universlty. '0'ap叩 cou1d
turn back to the past." 

Totsuka opened his schoolln 1977 after vic-
tory in a仕anspacificsailing race made hirn a na-
tional hero. One of仕lefirst students was a high 
schoo1 dropout who quickly decided he'd ra出er
return to his studies. His delighted parents 
spread仕leword: Totsuka had a way with diffi-

1 I ~ ~ ~ ，" ・r ~. ーリ .， :.".、・~'.- ':1 ::l' ';.'. " i~ ..' IoC'叫t:kids:コ... _w'，l ，.，' . r ~ γ Jj JJ以J . vJ.-r、・、 A ・h 
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Totsuka closed Ule schoo1 
after his 1982 convictions， then 
reopened加 1986.Until-his ap-
peal of the second conviction is 
over， he can do as he pleases as 
10ng as he breaks no laws. 

Today .the school is a worn， 
mildewed buildlng just 01J仕le
beach In Kowa， a smal1 town on 
Japan's south-central coast. 

It's crammed with books and 
gear andsmells falntly' of 
kerosene from the heaters. Tot-
suka is In出eden fiddling with a 
video. He is a tiny bull of a man， 
whose thick arms and barre1 
chest make hlm seem larger. He smiles con-
stantly and exudes a hearty charisma 

Applications have risen In仕1e1ast two years， 

says Tateyuki Yokota， Totsuka・saide. Last year 
the school got more th叩 10Inquiries a month 

In出e1980s， Totsuka had about 100 stu-
dents， but he's restricting enro1lment to 10 places 
until his appeal is over. Today， five students are 
here， four boys iU1d a g凶.Theo出巴rfive have run 
away. 

One boy arrived yesterday from nortl1ern 
Jap回， brought by his father because he'd 
dropped out and started steallng目 Likeall new 
students， he was videotaped on arrival so出at
Totsukac叩 do“before"and "after" comparlsons. 

“1 watched' 'The Teil Commandments' wi出
Charlton Heston位le0出巴rday，" Totsuka says， as 
he presses "p1ay." ':At one point， Moses says you 
need rules to enjoy freedom. 1 believe出at."

A skinny kld appears on the screen. His long 
ha!r is fashionably auburn， his dye job a trendy 
symbo1 of Indi叫叫ity.“Thathairs旬lewas the 
only way h!! CQlud be different，" Totsuka mutters. 



lUILDING MENTAL.AND PHYSICAL STRENGTH: 
;tudents bow to coaches (1.)， Kayoko， (below)， is 
It Totsuka's school because she's heavily in debt 
md her parents want her to learn responsibility， 

Next we see the boy in close" 
up. . His hair has been shorn to 
black stubble and his face is 
blank.“He's not stupid，'・ To也uka
says.“Butw巴haveto develop his 
will. Through physical住山崎，
webuild仕leirmuscles 8nd白 出

will." 
The word “will，" or. /shl， has 

great significance for Totsuka:By 
"will" he means self-discipline， re-
strむnt， persever阻 ce，.and. a 
proper sense of your place，..all 
class!c Japanese values. 

Only by developing will， or ad-
hering to仕leseJap回 eser叫es，

C阻 people巴吋oyfreedom， Totsuka says. Jap皿・s
ability to mobil!ze its col1ective will.is the one 
thing出atsets it apart from other nations. '1¥5泊・
div1duals we may never be better也叩 Western-
ers. But when we work together， the outcome is 
dilTerent." 

Saving the country by strengthening will 
But will is in short supply as Jap皿 ab叩 dons

older ways， he says.“This [lossl will destroy 
Jap肌"

That belief fuels his mission to develop will. 
and thereby save the country. Cen仕組 tothis goal 
is his “出eoryof白ebr創nstem." 

Totsuka ccntcnds tt'1at 訓 11， or mental 
s仕en尉1，is located in a spec凶cpart of the brain 
and can be built up just like a muscle， but only 
through “出巴 releaseofhormones driven by fear 
or extreme situations." So fear and extreme situ-
ations are what he provides. 

Totsuka'・snew student is barely into his teens， 
so he can't be named in出isstory. But he・dlilce 
us to call hirn ClintEastwood. He knows why he's 
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JUNIOR STUDENT: The parents 
of Kaide Yokota (1.) work for the 
school. They believe exposure 
to its methods will improve 
little Kaide's health. 
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port叩 ceofw世1."The humanists tel1 us we must 
try to save our fel10w man，" he writes in one of 
his books，もutall 1 thought was出at1 wanted to 
survive. .IMy friendl would have to go on living on 
his own 甜 engthor nothing at al1." 

Echo of ancient Zen practices 
Totsuka has gone to great lengths to develop 

his students' will to persevere. Before his convic-
tions， new arrivals slept in small cages. Students 
W巴rebeaten harder and more regularly. Training 
on the water was more difficult as well. Custom-
made boats were designed to capsize easily. 

His methods are meant to echo ancient Zen 
practices in which priests， samurai warriors， and 
even athletes used physical endurance and steely 
self-discipline to purify the spirit. 

Priests would meditate under an icy waterfal1; 
fencers would stand for hours on a tal1 plaぜorm
just the size of their feet. The point was to strip 
all unnecessary consciousness between thought 
and action， be it凪 prayingor p訂守加g.

“Whether it's .gettlng hit， running up moun-
tains barefoot， or sittlng under cold waterfalls for 
hours， .these exercises strengthen出epart of the 
brain [where will residesl，" says Yokota， Tot-
suka's aide. 

Some students don't respond well. In 1979， a 
badly brulsed 13・year・olddied of a stomach in・F
jury. In 1980， a 21・year-olddied after repeated 
bea出 gS，.asdid a 13-year-old in 1982，出esame 

here; "It's very加 portantfor my dad that 1 turn ceived f1aws凶(ea Japanese泊abilityto think log- ye紅 Shinand another student were lost at sea 
out 0氏"he says. ical取.“Thefeeling出atwe've lost our direction There is little remorse here for these boys 

日s'fa出er，Minoru Wa凶 abe，凶da $25，000 prevails right now，" admits Hashizume. In血is today.目 Yokotasmiles ruefullyぉ he叫 l山 s伽 t
fee and will pay $870 a month during his son's clirnate， Totsuka's emphasis on older values and Totsuka is仲evic位nof media and judicial biぉ .

stay. He'sユヤJ・・eof Totsuka's histoηt. •・Ifs u riskt' his stw."1Cミasa fatller figuro! iil a faU1Crl{出!iSuci- H:¥! uays仕lC'f!..rst two boys diee. ci lIlness， andせle
but it's the only choice 1 had，" Mr. Watanabe says. ety have great appeal. "His 'methods are danger- third died becauseof hospi凶 malpractice-h巴

“[My sonl was stealing. 1 just.didn・tknow what to ous，" Hashizume says，もutif there is no better was釦1ewhen仕1eybrought hirn in. 
do." way出回 his，nobody is qualified to blame .hirn." On the .contrary， cl副司sYokota， his boss's 

Mr. Mizu也nirecogn包es出atsense of desper- methods have resulted in other:boy~ being healed 
ation. His son had dropped out of school and Do-it-yourself windsurfing lessons 仕omillnesses. Tanging from' autism to sch!zo・

withdrawn加tosilence when Mizutani enrolled Clint Eastwood wants to go home. He ∞uldn't phrenia. Tcitsu胤 w

r 
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大学鞭革が選お器かで

実 斤Eヨ事E用

「文学部不襲論jじわり

実
学
に
対
す
る
虚
学
、
を
誇
り
.に

し
て
き
た
。
無
用
の
用
で
よ
し
と
し
て
き
た
は
ず
の
大
学
文
学
部
が
、
大
学
改
革
の
流
一

れ
で
出
て
き
た
「
不
要
論
」
の
逆
風
に
さ
ら
さ
れ
、
揺
れ
て
い
る
。
学
部
や
学
一
軒
の
看
板
を
掛
け
替
え
る
大
学
、
短
大
も
少
戸

な
か
ら
ず
出
て
き
た
。
だ
れ
言
ろ
と
も
な
し
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
の
論
の
、
意
味
す
る
と
ζ

ろ

は

何

な

の

か

。

子

一
(山

協

~文
子
)

の
車
業
生
は
『
役
に
立
た
な

い
』
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
。

憲
法
を
学
ん
だ
学
生
に
対
し

創
立
五
十
周
年
を
迎
え
た
大
て
、
西
洋
史
を
学
ん
だ
学
生

阪
大
学
文
学
部
は
、
昨
年
十
一
は
、
そ
の
後
、
職
業
教
育
を
受

月
、
「
文
学
部
は
必
要
か
」
と

，け
て
い
く
な
か
で
、
本
当
に
役

題
し
た
記
念
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
区
立
た
な
い
の
か
。
そ
ん
な
と

ム
を
開
い
た
。
刺
激
的
な
タ
イ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
広
く
人

ト
ル
の
せ
い
も
あ
り
、
大
学
関
文
教
育
の
内
容
を
ア
ピ
ー
ル

「
無
用
の
用
」
は
用
な
し

法
政
大
学
の
一
九
九
九
年
度

志
願
者
が
、
前
年
よ
り
一
万
人

以
上
増
え
た
。

ど
こ
の
大
学
も
受
験
生
の
誠

少
に
悩
む
昨
今
、
こ
れ
は
ニ
ュ

ー
ス
と
言
っ
て
い
い
。
文
、

法
、
経
営
学
部
の
定
員
そ
振
り

替
え
て
新
設
し
た
国
際
文
態
十

部
と
人
間
環
境
学
部
。
二
つ
の

学
部
が
、
志
願
者
増
の
原
因

だ
。
ど
ち
ら
も
、
倍
率
は
三
十

倍
を
-超
え
た
。

「
大
学
と
し
て
は
思
い
切
っ

た
か
け
で
し
た
が
、
予
想
以
上

に
受
験
生
が
集
ま
り
、
ひ
と
ま

ず
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
」
。
四

月
か
ら
国
際
文
侶
学
部
の
学
部

長
に
就
任
す
る
、
第
一
教
養
部

教
授
で
文
芸
評
論
家
の
川
村
漢

民
は
言
う
ロ

第
一
教
養
部
か
ら
は
、
作
家

の
り
1
ピ
英
雄
氏
ら
も
新
学
部

民
移
る
。
半
年
間
の
海
外
留
学

と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
必
修
と

し
た
の
も
話
題
だ
。
「
そ
の
二

つ
を
学
ば
せ
る
こ
と
自
依
が
、

新
し
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目

的
意
識
も
な
く
漫
然
と
学
ん
で

い
て
は
何
も
身
に
つ
か
な
-
い
。

自
分
が
何
を
じ
た
い
の
か
発
見

さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
留
学
と

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ん
引
に
す
」

(
川
村
氏
)

法
政
大
学
に
は
、
も
台
も
と

文
学
部
が
あ
る
。
文
学
部
と
国

際
文
也
学
部
で
は
、
取
り
寧
つ

学
問
領
域
が
似
て
い
る
。
又
学

部
側
に
は
「
競
合
、
共
倒
れ
」

を
懸
念
す
る
声
も
強
か
っ
た
と

い
う
。九

九
年
度
の
文
学
部
の
志
願

者
は
前
年
よ
り
四
百
人
増
え
た

内
ι
倍
率
で
は
新
設
学
部
の

後
直
そ
拝
し
た
。
役
割
分
担
そ

考
え
内
部
調
整
す
る
、
と
い
う

が
、
影
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
は

否
め
な
い
。，R

I
a
-
，R
 

係
者
ら
が
会
固
か
ら
五
百
人
以

上
集
ま
の
、
当
日
は
会
場
に
人

が
入
り
き
ら
な
か
っ
白た。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
結
論
は

「文
学
部
は
必
要
」
。
「
た
と

つ
ほ
」
と
称
さ
れ
る
閉
鎖
的
な

研
究
体
制
な
ど
へ
の
批
判
は
ふ

ま
え
な
が
ら
、
研
兜
・
教
育
の

両
面
か
ら
、
文
学
部
の
必
要
性

そ
再
確
認
す
る
内
容
に
な
っ

た。
「
教
師
も
学
生
も
企
業
の
人

事
担
当
者
も
、
な
ぜ
か
文
学
部

「実学」一辺倒は誤り

人間性養う役割重要

ワ

し
、
外
向
げ
の
イ
メ
ー
ジ
を
変

え
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

す
」
と
、
川
北
稔
文
学
部
長
は

話
す
。大

阪
大
学
で
、
実
際
に
学
生

が
文
学
部
離
れ
を
起
こ
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
川
北
部

長
。
だ
が
、
大
学
院
重
点
佑
が

す
す
み
大
学
院
生
が
増
え
る
な

か
で
、
修
士
を
終
え
た
学
生
の

就
職
は
検
討
課
題
に
な
る
だ
ろ

う
、
と
い
う
。

「
文
学
部
不
要
論
」
は
、
か

つ
て
の

「女
子
大
生
亡
国
論
」

と
違
っ
て
、
言
い
出
し
た

λ
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は

E

、。
ナ
h
p
v国

立
大
学
の
独
立
行
政
法
人

匂
か
検
討
さ
れ
る
な
ど
大
学
経

営
の
探
算
性
が
問
題
と
さ
れ
る

な
か
、
短
期
的
に
探
算
の
と
れ

な
い
基
礎
研
兜
の
代
表
格
で
あ

る
文
学
部
の
関
係
者
が
、
「
不

要
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う

だ
が
:
:
:
」
と
、
否
定
的
に
引

き
合
い
に
出
す
と
と
で
広
が
っ

て
き
た
一
由
か
あ
る
。

，R
j
a
R
j
a
 

「
木
要
論
」
は
多
層
構
造
に

立
っ
て
い
る
。
文
部
省
に
よ
る

と
、
国
立
大
学
で
文
学
部
を
廃

止
し
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
実
際

に
「
文
学
部
は
不
要
」
と
い
う

答
え
を
出
し
て
い
る
の
は
、
学

生
の
文
学
部
離
れ
が
起
き
て
い

る
女
子
大
や
短
大
だ
。

例
え
ば
、
県
立
の
広
島
女
子

大
学
が
九
五
年
に
文
学
部
と
家

政
学
部
を
廃
止
、
新
た
に
国
際

文
他
学
部
、
生
活
耕
学
部
を
設

置
し
た
。
九
八
年
に
は
、
や
は

り
県
立
の
高
知
女
平
犬
学
が
文

学
部
そ
文
些
ヂ
部
に
変
え
た
。

ま
た
、
新
設
大
学
で
も
文
学

『
文
学
部
唯
野
教
授
』
と
い
う
筒
井

康
隆
の
小
説
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
思
想

に
明
る
い
、
俗
物
唯
野
教
捜
と
同
僚
た

ち
の
世
に
も
珍
奇
な
生
態
を
描
い
て
評

・

判
と
な
っ
た
。

「
文
学
部
不
要
論
」
が
出
て
く
る
背

景
に
は
、
こ
の
小
説
の
描
く
よ
う
な
、

世
間
と
か
け
離
れ
た
文
学
部
像
が
あ
る

と
思
う
。
子
供
を
大
学
に
や
る
親
の
負

担
は
重
い
。
さ
て
見
返
り
は
あ
る
か
と

考
え
る
と
、
理
工
系
の
学
問
や
法
学
・

経
済
学
に
比
べ
て
、
文
学
部
は
、
哲

学
、
心
理
学
、
歴
史
学
な
ど
世
の
中
に

出
て
も
ま
っ
た
く
無
用
な
こ
と
そ
し

て
、
役
に
立
た
な
い
知
識
を
あ
り
が
た

が
っ
て
い
る
だ
け
に
見
え
る
。
だ
か

部
離
れ
の
傾
向
が
著
し
い
。
。大

学
設
置

・
学
校
法
人
審
議
会
の

資
料
を
見
る
と
、
九
九
年
度
に

設
置
予
定
の
十
八
大
学
、
二
0

0
0年
度
に
設
置
申
請
の
あ
っ

た
二
十
三
大
学
で
、
「
文
学

部
」
の
あ
る
大
学
は
な
い
。

既
存
の
短
大
で
も
「
英
文
J

耕
」
「
国
文
判
明
」
を
廃
止
あ
る

い
は
定
員
縮
小
し
、
「
人
聞
社

会
学
部
」
「
現
代
文
態
蔀
」

な
ど
に
衣
替
え
す
る
と
こ
ろ
が

あ
と
そ
絶
た
な
い
。

，R
i
a
-
，R
 

「
特
に
分
析
は
し
て
い
な
い

が
、
文
部
省
の
方
針
と
い
う
よ

り
、
個
々
の
大
学
の
問
題
。
学

生
の
集
ま
り
が
悪
い
か
ら
、
集

ま
る
学
耕
民
変
更
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
」
(
文
部
省

専
門
教
育
課
)

「
と
り
あ
え
ず
文
学
部
に
」

と
い
う
腰
か
け

ι

感
覚
の
学
生
か

ら
教
員
、
研
兜
者
予
備
軍
ま

ン
・

で
J

「
、(人
ν

文
学
」
の
名
の

も
と
に
幅
広
く
包
括
す
る
あ
い

ま
い
き
そ
、
時
代
は
許
し
て
く

れ
な
く
な
っ
た
の
か
。
「
不
要

論
」
は
、
文
学
部
の
あ
り
方
そ

見
直
す
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に

な
っ
て
い
る
。

ア

ら
、
子
供
を
や
り
た
が
ら
な
い
。

文
学
部
自
体
に
も
批
判
す
べ
き
南
か

あ
ろ
う
が
、
「
文
学
部
不
要
論
」
ま
で

行
く
と
見
当
は
ず
れ
。
む
し
ろ
時
代

は
、
人
文
系
の
素
養
を
必
要
と
し
て
い

る。
近
年
の
教
養
部
改
革
で
、
一
般
教
育

を
な
く
し
、
初
年
度
か
ら
専
門
教
育
を

始
め
る
大
学
が
増
え
て
選
た
。
私
は
む

し
ろ
、
学
部
レ
ベ
ル
で
は
専
門
そ
な
く

し
、
全
国
貝
か
人
文
系
の
学
聞
を
学
ん
で

か
ら
専
門
の
大
学
院
に
進
む
ぐ
ら
い
で

も
い
い
と
思
う
。
現
代
社
会
の
要
請
す

る
、
専
門
性
と
幅
広
い
人
間
性
を
兼
ね

そ
な
え
る
た
め
、
文
学
部
は
大
き
な
拠

点
に
な
る
は
ず
だ
。

大
学
と
は
、
最
高
水
準
の
知
識
に
対

す
る
尊
敬
の
念
を
抱
く
人
び
と
の
場

所
。
「
役
に
立
つ
」
こ
と
だ
げ
を
考
え

る
な
ら
、
そ
う
い
う
大
学
や
短
大
は
専

門
学
校
に
衣
替
え
す
る
ほ
う
が
い
い
と

思
う
。

大三郎東京工業大教授(社会学〉橋爪
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安全保障

戦え恕い国
ーツポン

1999.3.31発行議
で
も
、
軍
事
的
に
み
れ
ば
矛
腐
の
多

い
レ
ト
リ
ッ
ク
が
横
行
し
て
い
る
。
後

方
支
援
と
い
う
箪
事
行
動
の

一
環
に
ほ

か
な
ら
な
い
活
動
を
「
戦
昭
行
為
と
は

一
線
を
画
す
る
も
の
」
と
説
明
し
た
り
、

地
域
と
い
う
級
品公
乞
あ
い
ま
い
に
す
る

た
め
に
「
周
辺
事
態
」
と
い
う
宜
霊
聞
を

編
み
州
し
た
の
は
そ
の

一
例
だ
ろ
う
。

「
政
府
は
日
米
安
保
体
制
を
維
持
す
る

た
め
に
、
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
る
手

法
に
頼
っ
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
の
は
、

東
京
国
際
大
字
の
前
岡
哲
男
教
授
だ
。

不安定要因の多い地域に位置しながら

まともな安全保障論議が交わされない日本

その原因は日本人の『思考停止jにある

「そ
の
結
果
、
国
民
へ
の
説
明
も
情
報

開
示
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
こ
ま
で

き
て
し
ま
っ
た
。
安
全
保
障
を
議
論
す

る
だ
け
の
材
料
を
、
日
本
人
は
与
え
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た」

作
れ
・
活
か
っ
た
共
通
の
土
俵

振
り
返
れ
ば
四
五
年
以
米
、
安
全
保

障
問
題
が
国
民
的
議
論
に
な
っ
た
の
は
、

五
一
年
の
対
日
講
和
条
約
の
調
印
や
六

O
年
の
日
米
安
保
条
約
の
改
定
の
と
き

ぐ
ら
い
。
あ
と
は
日
米
安
保
条
約
に
寄

-
!
の
と
き
、
寝
起
き
の

・F'圃
円
本
は
こ
と
の
ほ
か

・4'a・
不
機
嫌
だ
っ
た
。
四

-

隻

の

黒
船
が
鎖
国
日

本
の
「
太
平
の
阪
り
」
を
覚
ま
し
て
か

ら
ほ
ぼ

二
丘
O
年
た

っ
た

一
九
九
八
年

八
月
一一
一
一
目
、
北
朝
鮮
(
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
狗
凶
)
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル

「
テ
ポ
ド
ン
」
が
、
日
本
の
眠
り
を
ま

た
妨
げ
た
の
で
あ
る
(
北
朝
鮮
は

「人

工
衛
星」

と
発
表
)。

こ
の
ミ
サ
イ
ル
は
、
戦
後
最
惑
の
不

況
に
苦
し
む
日
本
に
、
安
全
保
障
と
い

う
重
い
課
題
を
突
き
つ
け
た
。
だ
が、

そ
の
課
題
を
安
け
止
め
る
に
は
、
日
本

人
は
い
さ
さ
か
現
笑
感
覚
を
欠
い
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
北
朝
鮮
を
た

た
け
」
「
往
日
朝
鮮
人
の
資
産
を
凍
結

し
ろ
」

1
|そ
ん
な
感
情
論
ば
か
り
が

目
立
ち
、
理
性
的
な
反
応
は
皆
無
と
い

っ
て
も
よ
か

っ
た
。

実
際
に
は
日
本
に
と
っ
て
、
国
の
安

全
保
障
を
ど
う
す
る
の
か
は
、
ず
っ
と

り
か
か
っ
た
ま
ま
、
自
国
の
安
全
を
ど

う
保
障
す
る
か
と
い
う
具
体
的
な
側
而

は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

草
原
工
業
大
学
の
僑
爪
大
三
郎
教
授
に

言
わ
せ
れ
ば
、
日
本
人
は
安
全
保
障
に

関
し
て
「
思
考
停
止
」
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

「
人
閥
、
頭
が
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、

状
況
や
他
人
、
自
分
を
見
て
考
え
る
も

の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
思
考
停
止
の
た
め

の

『装
置
」
は
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
、

橋
爪
は
指
摘
す
る
。
「
憲
法
に
そ
う
書

以
前
か
ら
の
宿
題
だ
っ
た
。
地
勢
学
的

に
み
て
も
、
日
本
が
位
置
す
る
北
東
ア

ジ
ア
は
決
し
て
安
定
し
た
地
成
で
は
な

い
(
関
連
記
事
お
コ
。

日
本
の
す
ぐ
隣
に
は
、
世
界
で
最
も

不
安
定
な
体
制
の
も
と
で
大
量
彼
峻
兵

器
の
開
発
や
ミ
サ
イ
ル
技
術
の
改
良
に

怠
欲
を
燃
や
す
北
朝
鮮
が
存
在
す
る
。

核
兵
器
と
そ
の
遂
搬
手
段
を
有
し
、

山車

事
力
の
近
代
化
を
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
る

中
国
と
い
う
大
国
も
あ
る
。

事
実
、

テ
ポ
ド
ン
以
前
に
も
危
機
は

あ
っ
た
。
九
四
年
に
北
朝
鮮
で
核
開
発

疑
或
京
高
ま
っ
た
と
き
は
、
在
韓
米
軍

が
高
度
の
舎
戒
態
勢
を
敷
い
た
。

い
て
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
も
そ
の
一

つ
だ
。
憲
法
に
書
い
で
な
け
れ
ば
軍
隊

も
も
っ
し
、
続
争
も
や
る
の
か
。
こ
れ

は
実
に
病
的
な
状
態
だ
」

「
日
本
的
発
怨
は
二
者
択
一
的
だ
」
と

一高
う
の
は
、
元
内
閣
安
全
保
障
室
長
の

佐
々
淳
行
だ
。「
欧
米
な
ど
よ
そ
の
国

で
は

『戦
争
と
平
副
刊
」
な
の
だ
が
、
日

本
は
二
O
世
紀
前
半
は
戦
争
を
遊
び
、

戦
後
の
半
世
紀
は
平
狗
だ
け
を
選
ん
で

き
た
。
戦
争
は
絶
対
に
触
れ
て
は
い
け

な
い
と
し
て
、
タ
ブ
l
視
さ
れ
て
き
た
」

、。

日
本
の
元
政
府
関
係
者
は
当
時
の
状

況
に
つ
い
て
、
「
日
本
が
国
家
主
権
を

発
動
す
る

一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
」

と
語
っ
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
で
戦
争
が

勃
発
す
れ
ば
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
だ

っ

た
日
本
の
安
全
保
障
問
題
が
、
い
き
な

り
国
民
の
自
の
前
に
つ
き
つ
け
ら
れ
、

自
衛
隊
を
ど
う
動
か
す
か
の
選
択
を
迫

ら
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
だ
。

議
論
の
材
料
が
な
か
っ
た

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、

実
質
的
な
{女

全
保
障
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言

い
が
た
い
。
い
ま
国
会
で
進
行
中
の
い

わ
ゆ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
述
法
案
の
審

日
本
人
が
安
全
保
障
に
関
し
て
思
考

停
止
状
況
に
陥
っ
た
環
由
は
、
お
そ
ら

く
日
本
自
身
と
、
日
本
を
取
り
巻
い
て

き
た
状
況
の
両
方
に
あ
る
。

「
五
五
年
体
制
と
い
う
国
内
の
ミ
ニ
冷

戦
の
た
め
に
、
安
全
保
障
を
議
肴
す
る

共
通
の
土
俵
が
作
れ
な
か

っ
た
」
と
、

東
京
国
際
大
学
の
前
回
は
一言
う
。
「
護

憲
派
に
と
っ
て
は
、
議
論
す
る
こ
と
自

体
が
改
憲
派
の
手
中
に
は
ま
る
こ
と
に

な
る
と
り

Zぷ
識
が
あ
っ
た
」

一
方
、
東
工
大
の
僑
爪
は
、
そ
も
そ
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よ
る
「
恐
怖
の
均
衡
」
の
も
と
で
は
、

次
に
戦
争
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
核
戦
争

で
あ
り
、
通
常
戦
争
の
可
能
性
は
相
対

的
に
低
か
っ
た
か
ら
だ
。

「
戦
後
の
日
本
人
は
、
戦
争
を
意
味
す

る
有
事
を
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
、

防
衛
大
学
校
の
西
脇
文
昭
助
教
授
は
指

摘
す
る
。
「
そ
こ
が
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
と
は
決
定
的
に
違
う
」

だ
が
冷
戦
の
終
結
と
と
も
に
、
そ
う

し
た
か
り
そ
め
の
安
定
は
崩
れ
、
む
し

ろ
局
地
紛
争
の
可
能
性
が
高
ま

っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
戦
略
も
地
域
紛
争
対
応
型

へ
と
変
わ
り
、
そ
の
戦
略
変
更
は
日
米

安
保
条
約
を
通
じ
て
必
然
的
に
円
本
に

も
影
響
す
る
。
そ
れ
で
も
、
日
本
は
冷

戦
下
で
の
「
太
平
の
限
り
」
を
む
さ
ぼ

り
続
け
ら
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
か

の
よ
、
つ
に
み
え
る
。

「
安
全
保
障
論
議
を
矩
否
す
る
よ
‘つ
な

政
治
風
土
が
今
な
お
続
い
て
い
る
こ
と

に
、
日
本
の
矛
盾
が
あ
る
」
と
、
前
聞

は
言
、っ
。
「
冷
殺
後
の
安
全
保
障
に
日

本
が
ど
の
よ
う
-な
立
場
を
取
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
理
論
も
方
針
も
確

立
で
き
て
い
な
い
」

そ
の
結
果
、
「
不
測
の
事
態
が
発
生

す
る
と
、
思
考
停
止
を
し
て
い
た
分
、

感
情
的
に
反
応
し
て
し
ま
う
」
と
、
僑

爪
も
言
、っ
。

.. 
高
ま
ら
な
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
前
の
戦
争
と

同
じ
道
だ
。
現
に
、
あ
る
政
府
関
係
者

は
「
テ
ポ
ド
ン

一
発
で
あ
れ
ほ
ど
国
民

の
雰
聞
気
が
変
わ
る
と
は
思
わ
な
か
っ

た
」
と
誇
っ
て
い
る
。

具
体
的
な
安
全
保
障
論
議
の
一
つ
の

焦
点
は
、
緊
急
事
態
へ
の
円
滑
な
対
応

を
整
え
る
、
い
わ
ゆ
る
有
事
法
制
の
問

題
だ
ろ
う
。
現
在
自
衛
隊
が
出
動
す
る

ケ

l
ス
は
、
災
害
派
遣
、
治
安
出
動
、

も
日
本
に
は
近
代
的
な
怠
味
で
の
軍
隊

が
存
在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
み
て
い
る
。

明
治
維
新
の
際
、
隆
長
の
志
士
は
自

発
的
な
草
命
軍
を
組
織
し
、
幕
箪
と
戦

っ
た
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
法
的
に
組
織

さ
れ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
民

軍
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

だ
が
、
明
治
政
府
が
成
立
し
た
時
点
で

天
皇
直
属
の
陸
軍
が
改
め
て
組
織
さ
れ
、

市
民
の
背
中隊
と
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
失
わ

れ
た
と
、
橋
爪
は
指
摘
す
る
。

戦
前
も
戦
後
も
根
肱
同
じ

自衛隊の現状と現行迭の矛盾は.カンボジアPKOをめぐる議論でも浮き彫りにされた

四
五
年
ま
で
存
続
し
た
天
皇
直
属
の

旧
日
本
軍
は
、
統
帥
権
の
名
の
も
と
に

内
閣
や
政
府
と
は
別
系
統
の
存
李
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
シ
ピ
リ
ア
ン
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
シ
ス
テ
ム
や
、
人
民
解

放
箪
の
よ
う
に
党
が
軍
隊
を
統
話
す
る

仕
組
み
を
も
た
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
「
国
家
の
中
の
国
家
」
の
よ

う
な
二
重
権
力
状
態
を
生
み
、
そ
の
た

め
旧
日
本
箪
は
「
戦
略
も
政
略
も
な
く
、

戦
術
的
に
も
非
常
に
合
理
性
を
欠
く
行

動
を
取
る
軍
隊
に
な
っ
た
」
と
、
橋
爪

は
言
一
う
。
そ
し
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な

き
軍
隊
は
「
暴
走
」
し
た
。

第
二
次
大
戦
で
の
敗
戦
後
、
ア
メ
リ

カ
に
よ
る
戦
後
処
理
の
な
か
で
旧
日
本

軍
は
消
滅
し
、
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の

戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
」
と
定

め
た
日
本
国
慾
法
が
制
定
さ
れ
た
。
だ

が
そ
の
直
後
、
同
じ
ア
メ
リ
カ
の
要
請

に
よ
っ
て
、
警
祭
予
備
隊
l
l後
の
自

衛
隊
が
生
ま
れ
た
。

建
軍
の
本
義
を
欠
く
自
衛
隊

テ
ポ
ド
ン
に
対
す
る
感
情
的
反
応
を

見
る
と
、
日
本
の
安
全
が
よ
り
茸
接
的

に
脅
か
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
、

反
撃
を
求
め
る
世
論
が
条
件
反
射
的
に

隊
が
防
衛
出
動
し
た
と
し
て
も
、
任
務

に
必
要
な
土
地
や
施
設
の
是
非
を
判
断

す
る
の
は
都
道
府
県
知
事
だ
。

「安
全

保
障
の
判
断
は
、
知
事
レ
ベ
ル
の
問
題

で
は
な
い
」
と
、
佐
々
は
言
う
。

一
方
、
東
京
国
際
大
学
の
前
回
は
、

「
有
事
法
制
で
は
、
テ
ポ
ド
ン
の
よ
う

に
飛
来
す
る
ミ
サ
イ
ル
に
ま
で
対
応
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
そ
の
有
効

性
に
疑
問
を
も
っ
。
太
平
洋
軍
備
撤
廃

連
動
国
際
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
1
の
侮
林

防
衛
出
動
の
一ニハ

J

。
こ
の
な
か
で
、
自

衛
隊
が
軍
隊
と
し
て
の
力
を
発
織
で
き

る
の
は
防
衛
出
動
だ
け
だ
が
、
現
行
法

で
は
実
際
に
部
隊
が
活
動
す
る
・
?
え
で

問
題
点
が
多
す
ぎ
る
と
い
、
ユ
戸
は
多
い
。

元
内
閣
安
全
保
障
室
長
の
佐
々
は
、

国
会
で
進
行
中
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
論
議

に
は
「
国
内
の
有
事
法
制
を
ど
、
?
す
る

の
か
と
い
う
点
が
欠
け
て
い
る
」
と
.

有
事
法
制
の
必
要
を
訴
え
る
。

た
と
え
ば
現
行
の
規
定
で
は
、
自
衛

宏
道
も
「
日
本
で
は
安
全
保
障
と
い
う

と
、
軍
事
的
対
応
の
側
而
ば
か
り
が
強

調
さ
れ
る
」
と
話
す
。

そ
れ
で
も
、
自
衛
隊
の
位
置
づ
け
を

明
推
に
す
る
こ
と
は
最
低
限
必
宍
た
ろ

う
。
「日
本
で
は
、
平
和
志
向
と
い
う

の
は
軍
事
力
を
薄
め
る
こ
と
だ
と
い
う

雰
悶
気
が
あ
る
」
と
、
元
陸
上
自
衛
隊

東
北
方
面
総
監
の
森
野
安
弘
は
言
う
。

「国
の
安
全
保
障
の
根
本
は
軍
事
力
。

日
本
が
戦
争
を
紋
棄
し
で
も
、
戦
争
は

、、

外
国
か
ら
み
れ
ば
、
自
衛
隊
は
世
界

第
三
位
の
予
算
規
模
を
誇
る
れ
っ
き
と

し
た
箪
事
組
織
。
だ
が
愈
法
解
釈
上
、

軍
隊
と
呼
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ

の
位
置
づ
け
の
あ
い
ま
い
さ
が
、
戦
、
つ

組
織
と
し
て
の
合
理
性
を
自
衛
隊
が
も

て
な
い
状
況
を
招
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

「軍
隊
と
い
う
も
の
は

実
際
の
戦
略
行
為
に
入
る
前
に
準
備
し、

展
開
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
、
自

衛
隊
の
あ
る
元
幹
部
は
言
、っ
。
だ
が
現

行
の
自
衛
隊
法
の
も
と
で
は
、
首
相
が

国
会
の
ゑ
認
を
必
要
と
す
る
防
衛
出
動

命
令
を
出
す
ま
で
は
、
部
隊
は
駐
屯
地

の
外
に
す
ら
出
ら
れ
な
い
。

「
出
動
命
令
が
出
て
か
ら
で
は
と
て
も

間
に
合
わ
な
い
の
で
、
演
習
の
名
目
で

前
も
っ
て
部
隊
を
演
習
地
に
移
動
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
を
塑
定
し
て
い
た
」
と
、

こ
の
幹
部
は
言
う
。
現
実
に
見
合
っ
た

法
律
が
な
い
た
め
、
「
超
法
規
的
措
置
」

を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

自
衛
隊
の
現
状
と
法
律
の
矛
盾
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
国
連
平
和
維
持
活
動

(
P
K
O
)
へ
の
参
加
を
め
ぐ
る
論
戦

で
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

「
戦
前
は
軍
隊
で
あ
り
す
ぎ
て
、
国
民

が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
か
っ
た
。
戦

後
は
実
態
と
し
て
の
軍
隊
が
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
認
め
な
い
た
め
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
い
」
と
、
僑
爪
は
分
折
す
る
。

「現
象
は
違
う
が
、
根
は
同
じ
だ
」

感
情
的
反
応
に
走
る
お
そ
れ

冷
戦
下
で
は
、
あ
る
意
味
で
そ
う
し

た
状
況
が
許
さ
れ
て
い
た
。
核
兵
器
に

日
本
を
紋
棄
し
な
い
」

今
の
自
衛
隊
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、

誰
の
た
め
に
何
を
す
る
の
か
と
い
う

「
建
寧
の
本
義
」
だ
と
、
前
回
は
考
え

て
い
る
。
「
自
衛
隊
の
本
義
は

『憲
法

の
軍
監
、
つ
ま
り
憲
法
の
精
神
を
守

る
た
め
に
血
を
流
す
軍
隊
と
位
置
づ
け

る
の
が
い
い
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

憲
法
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
安
全
保
障

を
確
立
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
。
日

本
か
ら
発
信
し
て
い
く
安
全
保
障
と
い

う
も
の
も
あ
る
は
ず
だ
」

出
発
点
に
戻
っ
て
議
論
を

もう「太平の眠t>Jを貧ることはでき芯い

建
設
的
な
安
全
保
障
論
議
を
す
る
た

め
に
は
頭
を
使
、
つ
し
か
な
い
と
、
前
回

は
言
う
。
「
日
本
は
ま
だ
冷
戦
後
の

「
次
の
ス
キ
1
ム
」
を
見
つ
け
て
い
な

い
。
今
こ
そ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
主
導
型

の
議
論
で
は
な
い
安
全
保
障
論
議
を
重

ね
る
と
き
だ
」

東
工
大
の
橋
爪
は
「
華
M
か
改
憲
か

で
安
全
保
障
を
語
る
ょ
っ
な
議
論
は
お

払
い
箱
に
し
て
、
議
論
の
出
発
点
に
戻

る
必
要
が
あ
る
」
と
言
う
。

「
出
発
点
と
は
、
な
ぜ
日
本
が
あ
る
か

と
い
う
こ
と
。
財
産
権
や
身
体
・
生
命

の
安
全
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
場
所
で
期

待
し
、
自
分
の
生
活
を
構
成
し
て
、
そ

の
中
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
社
会
、
社
会

を
秩
序
づ
け
る
も
の
を
自
分
の
利
益
と

し
て
い
る
」。

そ
う
い
う
利
益
を
ど
う

や
っ
て
保
障
す
る
か
を
自
分
の
頭
で
考

え
る
ほ
か
な
い
と
、
梼
爪
は
一
吉
う
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
事
力
だ
け
で
平
和
を

守
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
北
朝
鮮
に

ベルシャ湾をゆく掃海母艦

をペルシャ湾に派遣

1992年カンボジ7"PKO
に自衛官が参加
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制度の不備を指摘c万一

の際には部隊幹部の判断で

「超法規的行動jを取らざる

をえないと語ったことが国

会で問題となり、事実上更

迭される

1991年旧ゾ連解体、冷

戦終結が決定的に。湾岸

戦争終結後、日本は婦海艇

など6隻の海上自衛隊艦鐙

想定して広範な有事対応

プランを検討じた、防衛庁

の内部文書「三矢研究Jの
存在が明らかになり、国会

が紛糾

1978年「日米防衛協力の

ための指針」が閣議で了承

された。栗栖弘臣・統合幕

僚会議議長祇週刊誌のイ

ン宮ビューで有事の際の法

60年安保闘争のデモ隊

援助協定が成立。防衛庁

が設置され、陸海空の自

衛隊が誕生する

1958年日米安保条約改

定交渉開始。国民の聞で

反発を呼ぴ、いわゆる安保

闘争が起きる

1960~革新安保条約が調

印される

1965年 第2次朝鮮戦争を

指令によって、警察予備隊

が創設されることになった

1951年対日講和条約・日

米安全保障条約調印。日

本は独立を回復すると同時

に、引き続き米軍を駐留さ

せることに

1954年日本の兵力増強

をアメリカが援助することを

趣旨とした、日米相互防衛

PA剛(3)

『自衛』のねじれた歩み

1946年日本国憲法公布

1950年ダグラス・ 7':;カー

サ一連合国最高司令官の

関
し
て
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
危
機
対

処
と
危
機
回
避
の
両
面
で
動
い
て
い
る
。

だ
が
日
本
は
回
避
な
き
対
処
ば
か
り
が

自
に
つ
く
」
と
、
前
回
は
言
う
。
「
日

本
に
は
ア
メ
リ
カ
と
速
、
つ
独
自
の
危
機

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
回
避
す
る

た
め
の
自
前
の
シ
ナ
リ
オ
が
必
要
だ
」

一
五
O
年
M

同
太
平
の
限
り
か
ら
た

た
き
起
こ
さ
れ
た
日
本
は
、
近
代
化
に

走
っ
た
。一

九
九
八
年
の
テ
ポ
ド
ン
は
、

果
た
し
て
戦
後
日
本
人
の
「思
老
停

eι

と
い
う
太
平
の
眠
り
を
覚
醇
さ
せ
る
き

っ
か
け
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

置
回
正
襲
、
角
田
正
鍵
‘
川
口
昌
人
{
東
京
)
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世
界
的
大
企
業
ソ
こ

l
は
、
徹
底
し
た
規
制
緩
和
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
一
橋
大
商
学
部
の
中
谷
巌

教
擾
(
理
論
経
済
学
)
を
社
外
役
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
内
定
し
た
が
、
一
日
ま
で
に
政
界
か
ら

思
わ
ぬ
横
や
り
が
入
っ
た
。
当
然
、
兼
職
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
首
相
官
邸
か
ら
「
国
家
公
務

員
で
あ
る
大
学
教
揮
の
兼
職
は
認
め
な
い
」
と
、
恩
わ
ぬ
原
則
論
が
飛
び
出
し
た
か
ら
だ
。
背
景
に

は
、
中
央
省
庁
の
再
編
を
め
ぐ
る
首
相
官
邸
と
文
部
省
と
の
駆
け
引
き
が
あ
る
よ
う
だ
。

と
発
一
一
言
、
中
谷
教
授
の
ソ
ニ

l
役

員
兼
職
に
「
ノ
l
」
と
宣
言
し

た。
も
と
も
と
政
府
側
は
九
今
回
の

制
緩
和
」
の
立
場
か
ら
、
前
向
き
ケ
ー
ス
が
国
家
公
務
員
誌
の
兼
職

な
姿
勢
に
見
え
た
。
禁
止
規
定
に
抵
触
す
る
と
の
見
解

と
こ
忍
が
、
首
相
官
邸
の
野
中
で
は
一
致
し
て
い
た
。
入
事
院
で

広
務
官
房
長
官
が
同
三
十
一
日
の
も
「
国
民
全
体
の
奉
仕
者
の
国
家

記
者
会
見
で
「
兼
職
は
基
本
的
に
公
務
員
で
あ
る
国
立
大
教
官
が
、

は
で
き
な
い
」
と
原
則
論
を
展
一
営
利
企
業
の
復
員
に
な
る
の
は

開
ρ

「
現
実
に
即
し
た
組
織
の
あ
好
ま
し
く
な
い
」
と
の
疑
念
を
一
ホ

り
方
が
検
討
さ
れ
る
。
独
立
行
政
し
て
い
た
。

法
人
な
ど
の
議
論
か
出
て
い
る
」

た

だ

、

国
家
公
務
員
や
地
方
公

公
務
員
の
兼
職
ダ
メ

ソ
ニ
ー
が
中
谷
氏
の
社
外
役
員

就
任
を
発
表
し
た
の
は
先
月
二
十

九
日
。
取
締
健
会
で
内
定
し
、
六

月
末
の
株
主
総
会
で
の
承
認
で
、

正
式
就
任
の
段
取
り
だ
っ
た
。

t

同
社
は
中
谷
氏
に
つ
い
て
「
企

業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情
報
革
命
に

研
究
成
果
を
挙
げ
て
お
り
、
価
値

あ
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
え
る
」

と
話
し
、
当
の
中
谷
氏
も
「
日
本

で
最
も
先
進
的
な
〈
韮
宋
と
し
て
関

心
が
あ
る
。
経
営
者
と
は
異
な

る
、
研
究
者
の
立
場
か
ら
の
発
想

で
経
営
に
タ
ッ
チ
し
た
い
」
と
意

欲
的
だ
っ
た
。

一
橋
大
人
事
課
も
「
研
究
者
と

じ
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
社
会
に
復
立

て
る
よ
い
機
会
。
文
部
省
に
実
現

を
お
願
い
し
て
い
る
」
(
篠
田
清

課
長
)
と
中
谷
氏
を
支
援
、
文
部

省
も
当
初
は
「
産
学
協
同
」
「
規

中谷巌
一橋大教捜

|中谷教授、ソニー役員就任に官房長官鶴ヤ11

窓
生
一

τ閣
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m
w
m
J
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務
員
と
は
遣
い
、
「
産
学
交
流
」
は
「
米
国
で
は
社
外
役
員
制
度
は
問
題
も
浮
上
、
人
事
院
は
「
大
き

推
進
の
立
場
か
ら
企
業
と
の
接
触
除
ヨ
一
般
的
で
、
大
学
教
授
が
公
私
立
な
枠
組
み
の
変
更
が
必
要
」
と

が
強
い
大
学
の
教
官
で
は
、
こ
う
《

4s
、

を

問

わ

ず

、
そ
の
有
力
な
人
材
源
し
、
「
一
例
と
し
て
独
立
行
政
法

し
た
法
律
論
は
あ
く
ま
で
建
前
。
骨

P

L
に
な
っ
て
い
る
。
自
ら
ム
荘
重
人
他
が
あ
る
」
と
講
じ
て
い
た

多
様
な
グ
交
流
形
態
d

が
あ
り
、
主
ロ
許
す
先
生
さ
え
珍
し
く
な
い
の
に
と
い
う
。

中
谷
教
授
の
ケ
l
ス
も
黙
認
さ
れ
』

'
K
己
主
:
・
」
と
違
い
を
ぼ
や
く
。
今
回
の
問
題
を
、
同
じ
国
立
大

る
の
で
は
と
い
う
楽
観
輸
が
あ
っ
『
，
冶
守
中
谷
教
授
本
人
は
「
も
し
、
認
の
車
京
工
業
太
の
橋
爪
大
三
郎
教

た。

i

出
笥
め
ら
れ
な
い
な
ら
、
教
擾
職
を
な
授
(
社
会
学
)
は
「
文
部
省
は
兼

と
こ
ろ
が
、
首
相
官
邸
か
ら
の
正
、
↑
ヒ
ァ
う
っ
て
も
、
社
外
役
員
こ
な
職
で
国
立
大
を
活
性
他
さ
せ
た
い

v
、ヨ」

L

1

L

「ノ
1
」
に
は
、
文
部
省
も
ぴ
っ

y

V

一
る
」
と
の
強
L
決
意
を
し
て
い
る
と
す
る
r

姿
勢
か
ら
、
省
益
を
守
る

く
り
。
見
守
っ
て
い
た
文
部
省
は
，
、
，

r
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

.

姿
勢
に
一
転
し
た
よ
う
で
、
残
念

一
目
、
慌
て
て
「
現
段
階
で
ほ
認
制
叫
長
側

，

野
中
長
官
が
、
あ
え
て
一
大
学
だ
。
中
谷
先
生
と
ソ
一
丁
の
姿
勢

E
E宅
唱

哩

H
1

め
ら
れ
な
い
。
人
事
院
の
承
認
が
円

utAL
教
援
の
兼
職
に
目
く
じ
ら
を
立
て
は
評
価
す
べ
き
で
兼
職
を
実
現
す

必
要
」
と
首
相
官
邸
に
追
随
し
三
E

E

Z十
た
背
景
に
は
、
「
霞
が
関
の
中
央
べ
き
だ
が
、
そ
れ
が
独
立
行
政
法

た

。

司

司

市

?

省

庁

再

編

で

、

国

立

大

学

の

独

立

人

他

論

争

に

巻

き

込

ま

れ

、

本

筋

戸
惑
う
の
は
ど
了
。
「
本
人

4
A
1
炉
ヨ
法
人
化
に
向
け
て
の
主
導
権
を
取
か
ら
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
国
立
大

の
内
諾
も
得
て
お
り
、
当
然
就
任
』

2
4唱
，

r1
ろ
う
と
い
う
思
惑
が
あ
る
」
と
い
学
教
員
と
い
え
ど
も
、
広
く
社
会

し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
て
品
巨

k

う
の
、
守
氷
田
町
、
霞
が
関
の
見
方
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を

い
る
」
と
話
す
が
、
向
社
関
係
者
だ
。
昨
年
暮
れ
、
政
府
の
中
央
省
厳
格
な
兼
職
禁
止
規
定
で
縛
る
の

'
F

、

庁
改
革
推
進
本
部
は
お
か
し
い
。
独
立
行
政
法
人
他
“

=
'
=
'
b
(本

部
長
・
小
測
を
ど
う
す
る
か
の
議
論
は
時
聞
を

伊

腐

り

咽

畑

圃

4
1
・
恵
三
首
相
)
は
国
か
け
て
や
る
と
し
て
、
今
回
は
取

材一二

Z
T
立

大

の

独

立

行

政

り

あ

え

議

事

会

議

g

司

法

人

他

を

ぶ

ち

上

を

認

め

る

べ

き

だ

」

と

主

張

し

て

げ
た
が
、
文
部
省
や
国
立
大
学
協
い
る
。

ご
γ

会
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
大
抵
抗
一

L
U
出
で
し
、
「
二

O
O三
年
ま
で
先
送
一

ぎ
訓
り
」
と
押
し
慶
さ
れ
た
経
緯
が
あ
一

初

白

羽

る

。
野
中
長
官
の
発
一
吉
田
は

「
独
立
一

大
役
・

。
浩
人
他
す
れ
ば
、
兼
職
兼
業
も
認
白

鷺
一
臨
め
ら
れ
る
道
が
聞
か
れ
る
の
に
」
一

。
な
=
と
い
る
、
文
部
省
側
へ
の
意
趣
返
一

社
為
レ
し
と
い
う
わ
け
だ
。

一

本

有

カ

一

一
も
だ
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
、
こ
の
直
前
一

こ
で
の
の
政
府
の
規
制
緩
和
委
員
会
の
規
一

ソ
れ
も

一

制
緩
和
論
議
の
中
で
、
国
立
大
教
-

宮
の
民
間
企
業
の
社
外
役
員
兼
職
-

法
人
ヒ
一
で

/可斗
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宇土東 ' しにるを ・と生 電
会工 た 夢 の 傷 がき子
学大 .面中でつで物ぺ
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は橋'感なななるか ート
「爪 じるいいよかは
人大 る人か点、わ疑
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見ら持ピ近ーO るたぐ稲
てのつユづはがまく手
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はとにる本 1-と と
あと対。物ピのいと

選時さ合実る霊長語
るこ愛が ツ A 上格性
」れ 情 コト工にはが

事
ぺ
wu

業斤。英兵

し
ゃ
べ
る
ぬ
い
ぐ
る
み
を
求
め
て
長
蛇
の

列
が
で
き
電
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
予
約
を
受

け
付
け
た
犬
型
ロ
ポ
ッ
ド
は
瞬
く
聞
に
完
売

l
l。最
近
、
相
次
い
で
お
目
見
え
レ
た
♂「電

子
ペ
ッ
ト
」
の
人
気
の
沸
勝
ぷ
り
が
話
題
に

-

な
っ
て
い
る
。
双
方
と
も
購
入
者
の
大
半
は

二
十
l
四
+
代
の
大
人
た
ち
。
マ
ムγ
、
メ
ヨ
ン
・

な
ど
ペ
ッ
ト
を
飼
え
な
い
住
宅
事
情
を
反
映

レ
、文
字
通
り
ベ
ッ
ト
の
代
わ
り
と
し
た
り
、

人

「
生
き
物
と
逸
っ
て
手
聞
が
出
聞
か
ら
な
ζ
て

.

済
む
」
と
い
っ
た
理
由
で
購
ス
ず
る
ム
が
少

な
く
な
い
と
い
う
。
背
景
に
は
「
人
間
関
係

'

に
傷
付
き
や
す
い
人
の
増
加
が
あ
る
の
で

は
」
と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。
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