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（公財）世界人権問題研究センター



北区柏野小学校の運動場の片隅に、高さが１ｍに満たない石碑が

立っています。正面には、「朝鮮民主主義人民共和國／帰國者西陣

集団一同／紀念」、裏面には、「千九百五十九年九月十九日」と刻

字されています。1959 年から 1984 年までに 9万人余りの在日

朝鮮人とその日本人家族が、日朝赤十字社間で結ばれた「帰還協

定」に基づいて、朝鮮民主主義人民共和国に集団「帰国」しました。

1959 年 12 月 14 日、238 世帯、975 人を乗せた第 1船が新潟を

出港しました。石碑の文言から、西陣の織物関係の仕事に従事して

いた人々が「帰国」にあたって、当時、民族学級が設置されていた

当校に残したものと推測されます。

「帰国」紀念の碑
（京都市立柏野小学校）
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憲
法
は
、
13
条
前
段
で
個
人
主
義
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
た
う

え
で
、
後
段
で
、「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民

の
権
利
」
を
基
本
的
人
権
と
す
る
旨
を
定
め
、
14
条
以
下
で
具
体

的
な
人
権
規
定
を
列
挙
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
人
権
と
は
幸

福
を
求
め
て
生
き
る
権
利
つ
ま
り
幸
福
追
求
権
で
あ
る
と
定
義
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
13
条
で
は
「
生
命
、
自
由
及
び
幸

福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
と
並
列
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
か
ら
、「
生
命
、
自
由
」
は
人
権
と
は
別
の
も
の
と
も
思
わ
れ

ま
す
が
、
生
命
お
よ
び
自
由
な
し
に
は
幸
福
追
求
権
は
成
り
立
ち

え
ま
せ
ん
か
ら
、
幸
福
追
求
権
の
基
礎
と
な
る
権
利
と
考
え
る
べ

き
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
人
権
と
は
、
幸
福
の
追
求
ま
た
は
幸
福
に
生
き
て

行
く
た
め
の
権
利
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
漠

然
と
し
て
い
て
、
具
体
的
な
利
益
・
権
利
を
確
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
前
号
で
は
、
幸
福
追
求
権
を
支
え
て
い
る
も

の
は
、「
個
人
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
行
く
う
え
で
不
可
欠
な
利

益
・
権
利
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
幸
福
追
求
権
な
い
し
幸
福

を
求
め
て
生
き
る
権
利
の
中
身
で
あ
る
と
考
え
て
み
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
前
回
の
約
束
通
り
、
今
回
か
ら
、
新
し
い
人
権
問
題

を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
近
年
、
新

し
い
人
権
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
十
指
に
余

り
ま
す
。
ま
ず
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
問
題
か
ら
始
め
る
こ
と
に

し
ま
す
。

先
程
も
整
理
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
誰
で
も
幸
福
を

求
め
て
生
き
る
権
利
を
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

あ
る
日
突
然
、
犯
罪
に
よ
っ
て
幸
福
に
生
き
る
権
利
を
奪
わ
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
一
家
の
働
き
手
が
殺
人
犯

に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
、
殺
さ
れ
た
本
人
が
被
害
者

で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、
そ
の
家
族
や
遺
族
も
経
済
的
に
大

き
な
影
響
を
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
的
に
も
計
り
知
れ
な

い
打
撃
を
被
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
被
害
者
問
題
を
扱
う
と
き
は
、

被
害
者
本
人
だ
け
で
な
く
そ
の
家
族
や
遺
族
を
含
め
る
趣
旨
で

「
犯
罪
被
害
者
等
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

犯
罪
被
害
者
等
は
、
犯
罪
の
種
類
や
被
害
の
程
度
に
も
よ
り
ま

す
が
、多
く
の
場
合
、犯
罪
に
遭
っ
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
シ
ョ
ッ

ク
、
犯
人
に
対
す
る
怒
り
や
報
復
心
、
近
隣
の
人
た
ち
の
好
奇
心

や
中
傷
な
ど
に
よ
り
、
平
穏
な
生
活
を
害
さ
れ
、
生
活
の
破
綻
に

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

学
校
法
人
同
志
社
総
長

　
　

大
谷　
　

實

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応
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つ
な
が
る
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
性
犯
罪
を
う
け
て
、
一

生
を
台
無
し
に
さ
れ
る
女
性
も
数
多
い
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
犯
罪
被
害
者
等
の
多
く
の
方
は
、
幸
福
を
求
め
て

生
き
る
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
す
が
、
か
つ

て
は
、
犯
罪
被
害
者
に
人
権
は
あ
る
の
か
と
い
っ
た
主
張
が
有
力

で
し
た
。
私
は
、
１
９
７
０
年
頃
か
ら
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を

根
拠
に
し
て
、
被
害
者
等
の
救
済
制
度
の
必
要
性
を
訴
え
て
市
民

運
動
を
展
開
し
て
き
た
の
で
す
が
、
憲
法
に
被
害
者
の
人
権
規
定

は
な
い
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
国
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
１
９
７
４
年
に
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
に

よ
る
無
差
別
爆
弾
テ
ロ
事
件
（
い
わ
ゆ
る
三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
事

件
）
が
発
生
し
、
死
者
８
人
、
負
傷
者
３
７
６
人
の
犠
牲
者
が
出

ま
し
た
が
、
そ
の
人
た
ち
を
救
済
す
る
の
は
誰
か
が
問
題
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
の
救
済
が
本

格
的
に
論
じ
ら
れ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
が
救
済

運
動
を
初
め
て
か
ら
10
年
目
の
１
９
８
０
年
に
、
犯
罪
被
害
者
等

給
付
金
支
給
法
が
制
定
さ
れ
、
国
が
被
害
者
や
遺
族
に
給
付
金
を

支
給
す
る
犯
罪
被
害
者
給
付
制
度
が
発
足
し
、
犯
罪
被
害
者
等
に

対
す
る
経
済
的
支
援
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
法
律

に
お
い
て
も
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
国
の
恩
恵
と
し
て
の
給
付
金
の
支
給
が
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
後
、
犯
罪
被
害
者
の
方
々
が
直
面
し
て
い
る
状
況
や
犯
罪

被
害
者
の
団
体
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、
２
０
０
４
年
12
月
８
日

に
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
が
成
立
し
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
が
法

律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
法
は
、
犯
罪

被
害
者
の
施
策
に
関
し
て
、
そ
の
基
本
理
念
を
定
め
、
国
や
地
方

公
共
団
体
お
よ
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
犯

罪
被
害
者
の
人
た
ち
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
進

め
、
そ
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
３
条
は
、「
す
べ
て
犯
罪
被
害
者
等
は
、

個
人
の
尊
厳
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を

保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
、
わ
が
国
の
法
律
で
初
め

て
犯
罪
被
害
者
等
の
人
権
が
明
文
で
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
犯
罪
被
害
者
の
人
た
ち
は
、
様
々
な

経
済
的
・
精
神
的
な
困
難
に
直
面
し
、
被
害
を
受
け
る
前
の
平
穏

な
生
活
を
害
さ
れ
、
幸
福
を
求
め
て
生
き
る
力
を
失
っ
て
い
る
場

合
が
多
い
の
で
す
。
そ
こ
で
法
律
で
は
、
被
害
者
等
が
「
被
害
を

受
け
た
と
き
か
ら
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
の
間
、必
要
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」（
３
条
３
項
）
と
規
定
し
ま
し
た
。

こ
の
規
定
に
基
づ
き
ま
し
て
、
国
は
、
重
点
課
題
を
設
け
て
、

犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
策
定
し
、
着
実
に
施
行
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
は
、
犯
罪
被
害
者
の
人
た
ち
の

支
援
と
し
て
画
期
的
な
も
の
で
す
が
、
新
し
い
人
権
問
題
の
対
応

と
し
て
も
、
幸
福
追
求
権
を
根
拠
に
し
た
法
律
の
モ
デ
ル
と
し
て

注
目
に
値
し
ま
す
。
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京
都
市
交
通
局
で
は
、
交
通
事
業
者
の
使
命
で
あ
る
「
安
全
・

安
心
・
快
適
に
お
客
様
を
目
的
地
ま
で
お
運
び
す
る
こ
と
」
に
欠

か
せ
な
い
も
の
と
し
て
人
権
研
修
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
近
年

は
海
外
か
ら
の
お
客
様
の
急
増
や
、
高
齢
者
、
障
害
の
あ
る
方
な

ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
様
々
な
お
客
様
に
ご
利
用
い
た
だ

い
て
お
り
、
ま
す
ま
す
人
権
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
「
全
国
一
お
客
様
サ
ー
ビ
ス
実
践
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
お
客
様
に
心
か
ら
満
足
い
た
だ
け
る
よ

う
、
交
通
局
一
丸
と
な
っ
て
接
遇
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

市
バ
ス
、
地
下
鉄
の
乗
務
員
等
の
皆
さ
ん
に
は
、
難
し
く
考
え

ず
、「
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
」、「
相
手
の
こ
と
を
考
え

て
行
動
す
る
」こ
と
が
人
権
の
基
本
だ
と
話
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、

言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、つ
い
自
分
本
位
に
考
え
て
し
ま
っ
た
り
、

自
分
中
心
に
行
動
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
の
た
め
、
地
下
鉄

に
乗
っ
て
い
た
だ
く
お
客
様
に
対
し
て
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、

「
お
客
様
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
。
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
」
を
第
一
に
考
え
、
行
動
で
き
る
よ
う
に
人
権
研
修
だ

け
で
な
く
、
普
段
の
接
遇
研
修
等
で
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
交
通
局
で
は
、
毎
年
、
所
属
研
修
と
し
て
人
権
研
修
と

業
務
研
修
を
組
合
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
研
修
は
、
必
ず

全
職
場
で
実
施
し
、
全
員
が
受
講
し
ま
す
。
人
権
意
識
は
、
長
く

仕
事
を
し
て
い
れ
ば
経
験
で
高
ま
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
意
識
し
、
気
付
き
、
考
え
る
こ
と
で

高
ま
っ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

交
通
局
の
職
場
は
、
市
バ
ス
や
地
下
鉄
の
現
場
を
は
じ
め
、
事

務
、
技
術
系
の
職
場
な
ど
職
種
も
規
模
も
様
々
で
、
講
義
だ
け
で

な
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
参
加
体
験
な
ど
研
修
手
法
や
テ
ー
マ

も
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
職
場
研
修
を
進
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
係
長
・
課
長
補
佐
級
の
職
員
を
職
場
研
修
推

進
者
、課
長
級
職
員
を
職
場
研
修
総
括
推
進
者
な
ど
に
位
置
付
け
、

各
職
場
で
検
討
し
、
実
施
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
心
と
な
る
の
が
、
所
属
長
と
職
場
研
修
推
進
専
門
委
員

で
す
。
職
場
研
修
推
進
専
門
委
員
は
、
各
職
場
か
ら
１
〜
２
名
を

選
出
い
た
だ
き
、
局
で
の
人
権
研
修
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と

京
都
市
交
通
局
企
画
総
務
部
研
修
所
長

　
　

梅
澤　

優
司

み
ん
な
の
知
恵
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
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い
っ
た
取
組
の
企
画
や
、
ニ
ュ
ー
ス
、
ポ
ス
タ
ー
の
発
行
な
ど
の

広
報
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
活
動
を
通
し
て
得
た
知

識
、
情
報
等
を
活
用
し
て
職
場
研
修
を
効
果
的
に
実
施
し
て
い
く

と
と
も
に
、
自
ら
の
力
量
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
研
修
の
企
画
や
広
報
と
い
っ
て
も
、
本
来
業
務
を
抱

え
な
が
ら
す
る
の
は
、
な
か
な
か
大
変
で
す
。
以
前
は
事
務
局
が

案
を
作
成
し
、
会
議
で
諮
っ
て
、
若
干
の
修
正
を
す
る
く
ら
い
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
本
来
の
目
的
が
達
成
で
き
ま
せ
ん
。

最
近
は
研
修
の
企
画
に
必
要
な
情
報
を
持
ち
寄
り
、
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
で
案
を
検
討
し
、
研
修
内
容
を
決
め
て
い
く
よ
う
に
し
ま

し
た
。
ま
た
、
広
報
も
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
各
人
の
分
担
を

決
め
、
ニ
ュ
ー
ス
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
製
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
で
、
会
議
で
の
お
客
様
的
な
存
在
か
ら
、
主
体
性

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ

か
ら
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

更
に
、
交
通
局
で
は
毎
年
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
か

ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
を
派
遣
い
た
だ
き
、
自
主
研
修
と

し
て
人
権
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
土
日
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

以
前
は
参
加
者
も
少
な
く
、
大
体
同
じ
人
が
参
加
し
て
い
る
と
い

う
状
況
で
し
た
。
こ
れ
も
職
場
研
修
推
進
専
門
委
員
の
皆
さ
ん
に

職
場
で
声
を
掛
け
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
そ
れ
ま

で
の
３
倍
近
い
40
名
程
度
の
参
加
を
毎
年
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
参
加
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
と
、「
こ

う
い
う
取
組
自
体
知
ら
な
か
っ
た
」、「
人
権
と
い
う
視
点
で
こ
の

場
所
を
訪
れ
た
こ
と
が
な
く
気
付
か
さ
れ
た
」、「
仕
事
で
よ
く
案

内
は
し
て
い
る
が
初
め
て
来
て
、
仕
事
面
で
も
役
立
つ
」
な
ど
、

参
考
に
な
る
意
見
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
け
、
そ
れ
を
ま
た
次
に
生

か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

参
加
者
が
増
え
る
と
ま
た
別
の
問
題
（
多
人
数
で
も
可
能
な
場

所
な
ど
）
も
出
て
き
て
、
ま
た
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

そ
う
し
て
良
く
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
多
少
失
敗
は

あ
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
新
し
い
こ
と

を
や
っ
て
み
て
、
改
善
し
て
よ
り
良
く
し
て
い
く
こ
と
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
）
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
事
務
局

だ
け
で
な
く
、
メ
ン
バ
ー
み
ん
な
で
考
え
る
と
、
い
ろ
ん
な
発
想

が
出
て
き
て
、
本
当
に
面
白
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

多
く
の
人
の
知
恵
を
生
か
し

て
よ
り
良
い
研
修
に
取
り
組

み
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
お
客
様

に
喜
ば
れ
、
愛
さ
れ
る
市
バ

ス
、
地
下
鉄
に
な
る
よ
う
、
み

ん
な
で
頑
張
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

伏見稲荷大社での
フィールドワーク風景
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さ
て
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
人
権
状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
新
し

い
人
権
理
事
会
の
「
普
遍
的
定
期
審
査
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
」
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
は
す
で
に
二
回
の
国
家
報
告
書
審
査
（
１
９
９
７

年
７
月
に
第
一
回
、
２
０
１
１
年
６
月
に
は
第
２
〜
３
回
）
を
受

け
て
お
り
、
そ
こ
で
は
高
級
官
吏
の
訴
追
に
閣
僚
の
同
意
が
要
求

さ
れ
る
制
度
の
廃
止
、
保
安
部
隊
に
よ
る
殺
人
・
強
制
失
踪
、
拘

禁
施
設
内
に
お
け
る
死
亡
な
ど
、
政
府
・
行
政
機
関
の
行
き
過
ぎ

が
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
予
備
的
拘
禁
や

公
判
前
手
続
き
に
関
す
る
法
令
が
順
守
さ
れ
ず
、
恣
意
的
逮
捕
が

日
常
化
し
て
い
る
こ
と
、
容
疑
者
に
対
す
る
身
体
的
・
精
神
的
拷

問
や
取
り
調
べ
中
の
暴
行
、
と
く
に
囚
人
女
性
へ
の
強
姦
や
性
的

ハ
ラ
ッ
ス
メ
ン
ト
、
さ
ら
に
は
子
供
が
起
訴
さ
れ
な
い
ま
ま
弁
護

士
や
裁
判
所
と
接
触
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
、
矯
正
施
設
へ
入
れ

ら
れ
た
り
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
並
ん
で
、
こ
れ
ら
の
人
権
侵
害
の
被
害
者
の
救
済
は
き

わ
め
て
お
粗
末
で
す
。
ま
ず
か
れ
ら
が
手
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う

な
救
済
手
続
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
有
効
性
は
疑
問
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
か
れ
ら
の
申
し
立

て
を
取
り
上
げ
る
べ
き
独
立
の
機
関
が
欠
落
し
て
お
り
、
裁
判
所

を
含
む
独
立
の
司
法
的
救
済
機
関
が
存
在
し
ま
せ
ん
。

こ
の
事
態
は
、
自
由
権
よ
り
も
社
会
権
を
重
視
し
、
審
査
さ
れ

る
国
家
報
告
書
の
社
会
権
の
促
進
を
評
価
し
、
当
該
国
家
を
褒
め

称
え
る
Ｕ
Ｐ
Ｒ
の
一
般
的
傾
向
と
著
し
く
食
い
違
っ
て
い
ま
す
。

い
っ
た
い
そ
の
原
因
は
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
伝
統
的
な
人
権
軽
視

に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
審
査
当
時
の
カ
ン
ボ

シ
リ
ー
ズ　

国
際
人
権
・
随
想
51

ア
ジ
ア
諸
国
と
人
権
（
そ
の
四
三
）

・
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
（
三
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

京
都
大
学
名
誉
教
授

　
　

安
藤　

仁
介
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デ
ィ
ア
に
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
探
る

た
め
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
近
・
現
代
史
を
振
り
返
っ
て
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

さ
き
に
見
た
と
お
り
、
扶
南
国
に
代
わ
っ
て
九
世
紀
初
頭
に
成

立
し
た
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
は
、
現
在
の
タ
イ
や
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
南

部
の
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
（
サ
イ
ゴ
ン
）
市
を
含
む
、
文
字
通
り
旧

仏
印
の
中
核
的
な
存
在
と
な
る
大
帝
国
に
発
展
し
ま
し
た
。ま
た
、

世
界
的
な
芸
術
遺
産
で
あ
る
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
周
辺
に
は
、

最
近
の
研
究
で
水
道
も
備
え
た
大
都
市
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
一
四
世
紀
に
は
タ
イ
の
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
に
攻

撃
さ
れ
て
永
久
に
首
都
を
失
い
、
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
引
き
入
れ

た
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
の
グ
エ
ン
朝
に
一
九
世
紀
半
ば
に
は
併
合
さ
れ

た
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
世
紀
後
半
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
保

護
領
と
な
り
、
こ
の
状
態
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
続
き
ま
す

が
、
最
終
的
に
は
独
立
を
回
復
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
・
現

代
史
を
通
し
て
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
は
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
で
あ
り
続
け

た
わ
け
で
、
そ
の
な
か
に
と
く
に
人
権
軽
視
に
つ
な
が
る
事
情
が

あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
な
る
と
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
審
査
当
時
に
特
別
な
事
情
が

あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
は
、
極
端
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
偏
向
し
た
ポ
ル
・
ポ
ト
派
の
存
在
を
離
れ
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ポ
・
ト

派
は
無
差
別
・
平
等
思
想
に
基
づ
き
、
私
有
財
産
や
専
門
職
の
否

定
、
さ
ら
に
は
都
市
居
住
者
の
農
村
移
住
・
農
耕
従
事
を
強
制
し
、

不
平
分
子
を
逮
捕
・
処
罰
、
最
終
的
に
は
処
刑
し
た
わ
け
で
、
こ

の
間
に
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
の
人
口
は
二
百
万
も
減
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
状
態
は
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
人
の
不
満
を
背
景
に
ヴ
ィ
エ
ト

ナ
ム
が
武
力
介
入
し
、
ポ
・
ト
派
を
放
逐
し
た
こ
と
で
終
結
し
ま

し
た
が
、
ポ
・
ト
派
の
統
治
時
期
に
起
き
た
人
権
侵
害
こ
そ
が
Ｕ

Ｐ
Ｒ
の
非
難
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
が
可
能
で

す
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
展
開
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
で
す
。
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一
パ
リ
第
二
大
学
人
権
法
研
究
セ
ン
タ
ー

在
外
研
究
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
二
〇
一
五
年
夏
よ
り
パ
リ
第

二
大
学
の
人
権
人
道
法
研
究
セ
ン
タ
ー
に
客
員
研
究
員
と
し
て
在

籍
し
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は http://w

w
w

.crdh.
fr/ 

で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
九
五
年
に
コ
ー
エ
ン
・
ジ
ョ
ナ

タ
ン
教
授
と
ベ
タ
ッ
テ
ィ
教
授
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
現
在
の

所
長
は
ド
ゥ
フ
ル
ビ
ル
教
授
（
43
歳
）
で
、
彼
が
今
年
か
ら
自
由

権
規
約
委
員
会
の
同
僚
に
な
っ
た
の
で
、
受
入
教
員
に
な
っ
て
も

ら
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
他
に
、
指
導
評
議

会
議
長
の
ド
ゥ
コ
教
授
（
67
歳
）、
修
士
課
程
人
権
法
コ
ー
ス
主

任
の
ト
ゥ
ゼ
教
授
（
40
歳
）
が
い
る
。
ド
ゥ
コ
教
授
は
強
制
失
踪

委
員
会
委
員
で
坂
元
茂
樹
教
授
や
薬
師
寺
公
夫
教
授
と
も
親
し

い
。
ト
ゥ
ゼ
教
授
は
拷
問
禁
止
委
員
会
委
員
に
近
く
就
任
す
る
。

中
心
メ
ン
バ
ー
三
人
が
み
な
国
連
人
権
条
約
委
員
で
あ
る
。
そ
の

他
、
パ
リ
大
学
内
外
の
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
が
研
究
員
と
し
て
名

を
連
ね
て
い
る
。

パ
リ
第
二
大
学
のM

aster2

（
日
本
の
修
士
に
当
た
る
一
年
間

課
程
）
に
は
、
人
権
法
コ
ー
ス
が
あ
り
、
30
人
の
学
生
が
在
籍
し

て
い
る
。
約
三
割
が
留
学
生
だ
が
、欧
州
出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

国
連
人
権
機
構
、
国
際
刑
事
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
法
、
フ
ラ
ン

ス
人
権
法
が
必
修
科
目
で
あ
る
ほ
か
、
様
々
な
ゼ
ミ
が
開
講
さ
れ

て
い
る
。
必
修
科
目
の
授
業
も
受
講
生
が
少
な
い
の
で
ゼ
ミ
の
よ

う
な
形
式
で
行
わ
れ
る
。
専
修
コ
ー
ス
と
研
究
コ
ー
ス
が
あ
り
、

専
修
コ
ー
ス
の
学
生
に
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
、
研
究
コ
ー
ス

の
学
生
に
は
論
文
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
定
員
の
約
10
倍
の
出
願

者
が
い
て
、
卒
業
生
は
弁
護
士
、
裁
判
官
、
国
際
機
関
職
員
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
職
員
な
ど
様
々
な
進
路
で
活
躍
し
て
い
る
。
博
士
課
程
に
進

学
し
て
研
究
者
を
目
指
す
学
生
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

現
在
30
人
以
上
い
る
博
士
課
程
学
生
も
、
セ
ン
タ
ー
の
重
要
な
構

成
員
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
は
修
士
課
程
や
博
士
課
程
の
教
育
を
支

え
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
の
本
拠
は
、
パ
リ
第
二
大
学
パ
ン
テ
オ
ン
三
階
の
小

さ
な
部
屋
で
あ
る
。
隣
に
あ
る
国
際
問
題
高
等
研
究
所
の
事
務
員

が
セ
ン
タ
ー
の
事
務
員
も
兼
ね
て
い
る
。
若
干
の
図
書
購
入
予
算

が
あ
り
、
壁
に
は
人
権
法
の
図
書
が
並
ん
で
い
る
。
所
長
と
ト
ゥ

ゼ
教
授
の
机
が
あ
る
ほ
か
、
大
き
な
共
用
机
が
二
つ
あ
り
博
士
課

程
学
生
は
そ
こ
で
研
究
が
で
き
る
。
私
も
こ
の
部
屋
を
使
え
、
比

較
的
静
か
に
研
究
が
で
き
る
。

セ
ン
タ
ー
の
主
な
活
動
は
、
11
月
に
二
日
か
け
て
行
う
国
際
会

議
で
あ
る
。
今
年
は
欧
州
人
権
裁
判
所
に
関
す
る
第
10
回
会
議
を

開
い
た
。
欧
州
人
権
裁
判
所
判
事
二
人
を
含
む
多
く
の
専
門
家
を

招
い
て
、活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の
他
、一
日
セ
ミ
ナ
ー

（
上
記
国
際
会
議
の
準
備
会
合
等
）
や
研
究
会
も
行
っ
て
い
る
（
随

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

東
京
大
学
法
学
部
教
授

　
　

岩
沢　

雄
司

パ
リ
第
二
大
学
人
権
法
研
究
セ
ン
タ
ー
の

 

客
員
研
究
員
に
な
っ
て
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時
）。
今
年
は M

aster2 

の
開
講
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
後
に
講
演
会
を

行
う
こ
と
も
試
み
た
。
博
士
課
程
学
生
が
研
究
の
途
中
経
過
を
披

露
す
る
研
究
会
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
私
が
出
席
し

た
博
士
号
口
述
試
験
（
公
開
）
は
休
憩
な
し
に
四
時
間
に
及
ん
だ
。

セ
ン
タ
ー
は D

roits fondam
entaux

と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
雑
誌
も

運
営
し
て
い
る
。

二
フ
ラ
ン
ス
滞
在
の
困
難

フ
ラ
ン
ス
滞
在
を
始
め
る
に
当
た
り
、
日
本
で
は
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
が
次
々
と
起
き
た
。
行
政
機
関
の
事
務
処
理
が
非
効
率
で

日
本
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
ば
か
り
か
、
職
員
が
不
親

切
な
の
だ
。
セ
ン
タ
ー
は
長
期
客
員
研
究
員
を
受
け
入
れ
た
こ
と

が
な
く
、
私
の
よ
う
な
研
究
者
の
受
入
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
。

受
入
事
務
は
パ
ー
ト
の
事
務
員
が
担
っ
た
が
、
慣
れ
て
い
な
い
の

で
う
ま
く
進
ま
な
い
。
査
証
申
請
に
は
大
学
か
ら
受
入
承
諾
書
を

も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
が
、
早
め
に
手
続
に
着
手
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
書
類
が
な
か
な
か
届
か
な
い
。
大
学
が
送
っ
た

と
言
う
受
入
承
諾
書
は
、日
本
の
自
宅
に
は
結
局
届
か
な
か
っ
た
。

仕
方
が
な
い
か
ら
同
書
のpdf

コ
ピ
ー
で
手
続
を
始
め
よ
う
と
し

た
ら
、
パ
リ
県
庁
の
印
が
な
い
不
備
が
判
明
。
交
渉
の
末
や
っ
と

受
入
承
諾
書
を
再
発
行
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
な
か

な
か
埒
が
あ
か
な
い
。
大
学
事
務
員
が
パ
リ
県
庁
ま
で
赴
い
て
印

が
押
し
て
あ
る
受
入
承
諾
書
を
取
っ
て
き
て
、
査
証
申
請
に
ぎ
り

ぎ
り
間
に
合
っ
た
次
第
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
入
国
後
の
滞
在
許
可
証
の
申
請
は
、
さ
ら
に
大
変

だ
っ
た
。
入
国
後
に
書
類
を
揃
え
て
移
民
局
に
申
請
を
し
た
と
こ

ろ
、
召
喚
状
が
届
い
た
。
と
こ
ろ
が
召
喚
日
が
自
由
権
規
約
委
員

会
の
会
合
と
重
な
っ
て
い
て
、
そ
の
日
は
出
頭
で
き
な
い
。
事
情

を
知
る
関
係
者
に
移
民
局
の
召
喚
日
を
変
え
る
の
は
無
理
だ
と
言

わ
れ
た
が
、
大
学
事
務
員
が
電
話
で
か
け
合
っ
て
く
れ
て
、
や
っ

と
の
こ
と
で
召
喚
日
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
指
定
日
に
移
民

局
に
出
頭
す
る
と
、
意
外
に
簡
単
に
手
続
が
終
わ
り
滞
在
許
可
証

を
す
ぐ
に
も
ら
え
て
拍
子
抜
け
し
た
。

妻
の
滞
在
許
可
証
の
申
請
は
、
移
民
局
で
な
く
パ
リ
警
視
庁
で

行
う
。
こ
れ
が
実
に
大
変
だ
っ
た
。
研
究
者
の
配
偶
者
の
ケ
ー
ス

は
特
別
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
何
の
書
類
を
準
備
す
れ
ば
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ

せ
た
り
し
て
解
明
し
、
パ
リ
警
視
庁
の
始
業
時
間
に
妻
と
二
人
で

赴
く
と
「
17
区
警
察
署
が
所
轄
な
の
で
、
そ
ち
ら
へ
行
け
」
と
言

わ
れ
る
。
そ
こ
で
17
区
警
察
署
に
行
く
と
、
他
の
滞
在
許
可
証
申

請
者
が
す
で
に
長
蛇
の
列
を
作
っ
て
い
た
。
秋
風
冷
た
い
戸
外
で

二
時
間
待
た
さ
れ
た
の
は
薄
着
の
二
人
に
は
こ
た
え
た
。
警
察
署

の
中
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
か
ら
震
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た

も
の
の
、
さ
ら
に
二
時
間
待
た
さ
れ
、
計
四
時
間
待
た
さ
れ
た
あ

げ
く
に
窓
口
で
「
所
轄
は
こ
こ
で
は
な
い
。
パ
リ
警
視
庁
だ
」
と

言
わ
れ
た
。
謝
罪
や
同
情
も
な
く
横
柄
な
回
答
と
対
応
に
怒
り
が

こ
み
上
げ
る
の
を
抑
え
な
が
ら
、
急
い
で
パ
リ
警
視
庁
に
取
っ
て

返
す
。
受
付
時
間
に
遅
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
遅
い
昼
食
は
途
中
で

簡
単
に
済
ま
す
。
受
付
時
間
に
間
に
合
っ
て
、
何
と
か
手
続
を
終

え
た
。
簡
単
な
手
続
の
は
ず
が
、
一
日
が
か
り
の
辛
い
仕
事
に
な

り
、
夕
方
に
妻
と
帰
宅
し
た
と
き
は
心
底
ほ
っ
と
し
た
。

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
途
中
に
パ
リ
で
テ
ロ
攻
撃
が
起
き

た
。
紙
幅
が
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
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「
胞
衣
」
と
は
、『
広
辞
苑
』（
第
六
版
）
に
よ
る
と
、「
胎
児
を

包
ん
だ
膜
と
胎
盤
」
と
あ
る
。

胞
衣
の
取
扱
い
方
に
関
す
る
研
究
は
、民
俗
学
か
ら
始
ま
り（
例

え
ば
、恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』）、

次
に
考
古
学
（
木
下
忠
『
埋

』）、
さ
ら
に
歴
史
学
へ
と
深
ま
っ

た
（
横
井
清
『
的
と
胞
衣
』）。
胞
衣
の
処
理
は
、
一
般
的
な
風
習

と
し
て
、
胞
衣
を
桶
ま
た
は
壷
に
納
め
て
屋
敷
の
床
下
か
、
敷
地

の
隅
に
埋
め
た
と
い
う
。

そ
こ
で
今
回
は
、
京
都
と
い
う
都
市
社
会
の
な
か
で
胞
衣
の
処

理
を
め
ぐ
る
習
俗
（
因
習
）
の
近
代
化
を
公
衆
衛
生
の
視
点
か
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
八
八
六
（
明
治
19
）
年
一
二
月
、
内
務
省
は
全
国
で
一
〇
万

余
の
死
者
を
出
し
た
コ
レ
ラ
等
の
伝
染
病
予
防
策
と
し
て
「
各
地

方
市
街
ノ
状
ヲ
為
シ
タ
ル
場
所
等
ニ
於
テ
、下
水
疎
通
、厠し

せ
い圊
（
便

所
の
意
）
改
造
、
塵
芥
掃
除
ヲ
急
」
げ
と
、
清
掃
に
関
す
る
訓
令

を
発
し
た
（
厚
生
省
『
医
制
八
十
年
史
』）。
こ
れ
を
受
け
て
京
都

府
は
、
翌
八
七
年
三
月
一
四
日
、
府
告
諭
第
一
号
「
清
潔
法
に
注

意
を
加
へ
、
各
自
家
宅
内
外
を
清
潔
に
掃
除
す
べ
し
」、
一
六
日

府
告
諭
第
二
号
で
「
従
来
出
産
の
節
、
胞
衣
を
邸
内
或
は
床
下
に

埋
蔵
し
、
汚
穢
物
は
河
溝
或
は
山
野
に
投
棄
す
る
の
習
慣
有
之
、

衛
生
上
極
め
て
有
害
に
付
、
自
今
其
無
害
の
地
を
撰
定
し
、
焼
却

若
く
は
埋
却
致
候
様
す
べ
し
」
と
「
胞
衣
及
出
産
汚
穢
物
投
棄
禁

止
」
を
打
ち
出
し
、
胞
衣
の
取
扱
い
が
公
的
な
衛
生
面
の
強
化
の

一
環
と
な
っ
た
。

続
け
て
府
は
、
四
月
に
上
下
京
区
長
が
各
戸
長
役
場
に
「
家
屋

清
潔
法
」
施
行
を
取
計
る
よ
う
に
伝
え
た
。
六
月
、
新
た
に
上
下

両
区
域
に
、
各
町
単
位
の
衛
生
組
合
を
設
け
、
公
選
の
衛
生
組
長

を
選
出
し
、
衛
生
行
政
全
般
の
業
務
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
（
小

林
丈
広
『
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生
』）。
衛
生
組
合
発
足
は
八
月
一

日
。府

令
第
一
六
八
号
を
以
っ
て
定
め
た
上
下
京
区
「
衛
生
組
合
規

則
」
は
全
一
三
条
か
ら
な
り
、
第
八
条
に
「
衛
生
組
合
に
於
て
は

専
ら
左
の
事
項
に
注
意
す
べ
し
」
と
し
て
、井
戸
や
下
水
の
掃
除
、

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

佐
賀
部
落
解
放
研
究
所
研
究
員

　
　

白
石　

正
明

　

胞え

衣な

の
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て

　

―
明
治
20
年
代
前
半
の
京
都
を
中
心
に
―
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種
痘
の
奨
励
、
貧
病
者
の
施
療
、
屠
牛
場
等
の
清
潔
な
ど
の
九
項

目
を
列
挙
し
た
。
そ
こ
に
は
「
産
時
の
汚
穢
物
及
び
胞
衣
を
宅
地

内
に
埋
蔵
せ
ざ
る
こ
と
」
が
記
さ
れ
て
い
た
。
特
に
衛
生
組
長
の

業
務
は
第
八
条
の
九
項
目
と
、
衣
食
住
等
で
健
康
に
害
す
る
習
俗

を
漸
次
改
良
す
る
こ
と
に
努
め
る
と
あ
っ
た
。

前
述
の
三
月
の
「
胞
衣
及
び
出
産
汚
穢
物
投
棄
禁
止
」
の
府
告

諭
に
は
、
焼
却
・
埋
却
の
具
体
策
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
民

間
業
者
が
引
き
受
け
た
。
す
で
に
東
京
・
横
浜
で
胞
衣
関
連
の
業

務
に
携
っ
て
い
た
中
川
幸
七
（
東
京
京
橋
区
銀
座
三
丁
目
）
が
山

城
愛
宕
郡
一
乗
寺
村
の
山
口
喜
四
郎
と
協
同
で
、
京
都
吾
妻
社
と

し
て
事
業
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
し
て
四
月
、
洛
東
白
川
村
に
胞
衣

埋
納
所
を
設
立
し
て
胞
衣
汚
物
焼
却
場
に
充
当
し
た
き
旨
を
京
都

府
に
出
願
し
、
認
可
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
愛
宕
郡
今
熊
野
村

の
剱
ノ
宮
地
続
き
（
境
内
）
に
胞
衣
埋
納
所
を
移
し
、設
置
し
た
。

七
月
、
京
都
吾
妻
社
は
下
京
区
四
条
通
堺
町
東
入
ル
に
事
務
所

を
設
け
た
。
会
社
は
株
式
会
社
と
し
、
利
用
料
金
を
三
区
分
（
二

円
、
一
円
五
〇
銭
、
一
円
）
に
決
め
た
。
胞
衣
の
引
き
取
り
方
は
、

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
「
出
産
の
節
報
告
す
れ
ば
人
夫
を
出
し
て
胞

衣
汚
穢
物
と
も
引
取
り
愛
宕
郡
今
熊
野
村
剱
之
宮
の
棚
内
に
て
之

を
埋
蔵
し
之
を
焼
却
す
る
」
と
あ
る
（『
日
出
新
聞
』
明
治
20
・７
・

14
）。こ

の
よ
う
に
し
て
胞
衣
は
公
的
な
規
則
の
下
で
処
理
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
前
述
の
衛
生
組
長
は
、
胞
衣
が
正
し
く
処
理
さ

れ
て
い
る
か
注
意
深
く
監
視
す
る
こ
と
と
な
る
。

次
第
に
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
九
月
二
一
日
に
、
愛
宕
郡

今
熊
野
村
剱
ノ
宮
地
続
き
で
胞
衣
埋
納
碑
の
建
碑
式
が
行
な
わ
れ

た
。
式
場
に
は
下
京
区
長
、
郡
長
、
そ
れ
に
府
書
記
官
、
衛
生
課

長
ら
が
列
席
し
た
。
の
ち
祝
宴
が
開
か
れ
、
数
多
く
の
人
び
と
が

参
加
し
た
と
い
う
。

だ
が
一
〇
月
末
に
は
京
都
吾
妻
社
は
、
東
京
か
ら
派
遣
さ
れ
て

い
た
社
員
が
帰
京
、
吉
村
逸
明
・
安
田
専
太
郎
ら
京
都
の
資
産
家

た
ち
が
事
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
市
民
に

信
頼
感
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
胞
衣
の
処
理
を
同
社
に
依
托
す
る

ひ
と
が
増
え
た
と
い
う
。

ま
た
一
方
で
京
都
吾
妻
社
の
開
業
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
五
月
に
京

都
第
一
愛
身
社
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
上
京
区
丸
太
町
通
新
町
西

入
ル
梅
屋
町
に
小
川
孫
七
・
田
中
忠
右
衛
門
ら
が
発
起
人
と
な
っ

て
、府
内
の
産
科
医
や
産
婆
ら
四
五
名
の
賛
成
を
得
て
胞
衣
埋
納
・

汚
穢
物
焼
却
の
営
業
を
発
足
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
そ
し
て
埋
納

所
を
洛
北
東
紫
竹
大
門
村
に
築
く
こ
と
を
決
め
た
。

そ
の
後
、
吾
妻
社
と
愛
身
社
は
競
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
の
結
末
は
不
詳
。
一
八
九
〇
年
段
階
で
、
両
社
と
も
史
資
料
的

に
確
認
で
き
ず
、
京
都
の
胞
衣
処
理
は
、
新
し
い
会
社
・
京
都
衛

生
社
に
ま
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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京
都
市
で
は
現
在
二
つ
の
小
学
校
で
、「
コ
リ
ア
み
ん
ぞ
く
教

室
」
と
呼
ば
れ
る
取
組
が
続
け
ら
れ
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
三
年
生

以
上
の
児
童
が
、
週
に
二
時
間
、
韓
国
・
朝
鮮
の
言
葉
や
文
化
を

在
日
コ
リ
ア
ン
の
先
生
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
民
族
学
級

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
京
都
市
で
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
つ
く

ら
れ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

敗
戦
後
も
日
本
に
残
留
し
た
朝
鮮
人
は
、
子
ど
も
に
朝
鮮
語
を

教
え
る
た
め
の
学
校
を
自
ら
の
手
で
開
設
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

日
本
の
学
校
に
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
語
の
読
み
書
き
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
で
す
。
朝
鮮
人
学
校
は
次
第
に
整
え
ら
れ
、
全
国
で

五
万
人
程
が
学
ぶ
ま
で
に
拡
大
し
ま
す
が
、
一
九
四
八
年
、
政
府

は
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
小
中
学
校
へ
の
就
学
と
朝
鮮
人
学
校
に
教

育
法
に
よ
る
学
校
認
可
を
義
務
づ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に

は
学
校
を
閉
鎖
し
、
児
童
生
徒
を
公
立
学
校
に
転
校
さ
せ
る
こ
と

を
知
事
に
命
じ
ま
し
た
。

中
京
区
西
ノ
京
両
町
の
朝
連
西
陣
小
学
校
で
は
、
一
九
五
〇
年

三
月
に
学
校
を
閉
鎖
し
、
子
ど
も
は
、
居
住
地
の
小
学
校
に
編
入

し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
京
都
市
で
は
四
百
名
程
の
児
童
が
、
市
立

小
学
校
に
転
校
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
語
の

授
業
が
無
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
や
保
護
者
は
、
地
元
の

小
学
校
で
朝
鮮
人
教
員
に
よ
る
朝
鮮
語
な
ど
授
業
を
実
施
す
る
よ

う
、京
都
市
と
何
度
も
交
渉
し
ま
し
た
。
経
過
は
省
略
し
ま
す
が
、

一
九
五
三
年
末
、
市
教
委
は
、「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
実

施
要
綱
」
を
策
定
し
、
市
立
小
学
校
に
朝
鮮
語
等
を
教
え
る
た
め

の
学
級
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。「
要
綱
」
に
基
づ

い
て
、
養
正
、
陶
化
、
山
王
、
南
大
内
、
柏
野
、
待
鳳
、
上
賀
茂
、

朱
雀
第
四
、
嵯
峨
野
の
九
小
学
校
で
、「
特
別
教
育
」
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
形
態
は
、
終
日
朝
鮮
人
児
童
の
み
で
構
成
さ
れ

る
「
特
別
学
級
」、
授
業
時
間
中
に
抽
出
す
る
「
抽
出
学
級
」、
授

業
終
了
後
に
抽
出
す
る
「
放
課
後
学
級
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
参
加

セ
ン
タ
ー
研
究
員

　
　

松
下　

佳
弘

京
都
市
立
小
学
校
民
族
学
級
の
歴
史
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し
た
児
童
総
数
は
、
九
〇
〇
名
程
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
年
度

の
市
立
小
学
校
の
朝
鮮
人
児
童
数
が
約
四
八
〇
〇
人
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
み
て
も
、
対
象
と
な
っ
た
児
童
は
限
ら
れ
た
も
の
で
も
あ

り
ま
し
た
。

左
京
区
の
養
正
小
学
校
で
は
、
一
九
五
四
年
一
月
に
特
別
学
級

を
開
設
し
ま
し
た
。
学
年
ご
と
に
編
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
普
通
学

級
と
は
分
離
し
、
朝
鮮
人
児
童
の
み
で
構
成
さ
れ
る
三
、四
年
生

（
四
十
九
名
）
と
五
、六
年
生
（
四
十
四
名
）
の
複
式
の
二
学
級
、

そ
れ
ぞ
れ
、
日
本
人
教
員
を
担
任
、
朝
鮮
人
講
師
を
副
担
任
と
し

ま
し
た
。
教
員
は
、
特
別
学
級
設
置
の
た
め
に
新
た
に
任
用
さ
れ

ま
し
た
。
た
だ
、
特
別
学
級
に
入
級
し
な
か
っ
た
児
童
も
、
三
、

四
年
生
で
十
二
人
、
五
、六
年
生
で
二
十
四
名
い
ま
し
た
。

授
業
は
、
日
本
人
担
任
が
指
導
す
る
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
通

常
の
教
科
を
基
本
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
朝
鮮
語
（「
国
語
乙
」）
お

よ
び
朝
鮮
の
歴
史
・
地
理
（「
社
会
乙
」）
等
を
追
加
し
、
副
担
任

の
朝
鮮
人
講
師
が
指
導
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
完
全
な
分
離
授

業
と
い
う
形
態
は
、
京
都
市
で
は
唯
一
の
も
の
で
し
た
。
当
時
の

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
は
、
担
任
に
よ
る
「
朝
鮮
人
学
級
開
設
に
あ
た
っ
て
」

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
教
育
基
本
法
第
三
条
を
掲
げ
、

「
朝
鮮
人
を
教
育
す
る
こ
と
は
教
育
の
機
会
の
上
よ
り
当
然
の
こ

と
」
と
し
、「
異
国
の
地
で
民
族
独
立
を
念
願
す
る
朝
鮮
人
達
の
児

童
」
を
指
導
育
成
す
る
こ
と
は
、
担
任
に
「
課
せ
ら
れ
た
問
題
」

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、「
同
じ
養
正
校
の
校
舎
に
学

ぶ
一
学
級
と
し
て
の
朝
鮮
人
学
級
」
で
あ
り
「
何
ら
養
正
校
よ
り

分
裂
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
て
、
保
護
者
に
対
し
て

日
本
人
が
中
心
の
普
通
学
級
と
の
一
体
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

当
時
三
年
生
だ
っ
た
Ａ
さ
ん
は
、「
朝
鮮
語
常
用
」
と
家
に
張

り
紙
を
す
る
程
の
教
育
熱
心
で
あ
っ
た
父
親
に
す
す
め
ら
れ
て
朝

鮮
学
級
に
移
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
あ
の
頃
は
き
つ
い
差
別
が
あ
っ

た
か
ら
〔
入
級
し
て
〕
ほ
っ
と
し
ま
し
た
ね
。」
と
話
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
「
朝
鮮
学
級
」
は
、
抽
出
学
級
の
形
態
に
変
更
さ
れ

る
一
九
六
七
年
三
月
ま
で
の
十
三
年
余
り
の
間
運
営
さ
れ
ま
し

た
。
合
わ
せ
て
約
二
〇
〇
名
が
「
朝
鮮
学
級
」
を
卒
業
し
ま
し
た
。

日
本
人
が
中
心
で
あ
る
公
立
小
学
校
の
中
の
朝
鮮
人
の
み
の
学
級

で
の
教
育
経
験
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
後
、
京
都
市
の
民
族
学
級
は
、
児
童
数
や
、
設
置
校
の
減

少
、
名
称
の
変
更
な
ど
の
経
過
も
あ
り
ま
し
た
が
、
養
正
小
学
校

で
は
、
開
設
か
ら
六
十
年
を
経
た
現
在
も
「
コ
リ
ア
み
ん
ぞ
く
教

室
」
と
し
て
継
続
し
て
い
ま
す
。
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一
、  　

性
犯
罪
は
、
最
も
深
刻
な
女
性
に
対
す
る
暴
力
で
あ
り
、

重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
る
。

　

  　

し
か
し
、
性
犯
罪
を
処
罰
す
る
日
本
の
刑
法
規
定
は
、
個

人
的
法
益
で
は
な
く
社
会
的
法
益
の
箇
所
に
規
定
さ
れ
た
制

定
当
初
の
条
文
が
ほ
と
ん
ど
改
正
さ
れ
ず
、
被
害
者
個
人
の

権
利
等
を
保
護
す
る
も
の
と
の
保
護
法
益
論
が
一
般
化
し
た

後
も
、
処
罰
範
囲
、
処
罰
要
件
、
処
罰
の
重
さ
等
に
お
い
て

被
害
の
実
態
に
見
合
わ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
国
連
女
性
差
別

撤
廃
委
員
会
や
同
自
由
権
規
約
委
員
会
か
ら
も
、
そ
の
最
終

見
解
に
お
い
て
繰
り
返
し
そ
の
是
正
を
勧
告
さ
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
、
長
年
、
国
内
外
か

ら
の
批
判
や
勧
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
改
正
の
検
討
を

怠
っ
て
き
た
。

二
、  　

よ
う
や
く
２
０
１
４
年
10
月
、
当
時
の
法
務
大
臣
の
意
向

を
う
け
、
法
務
省
は
「
性
犯
罪
の
罰
則
に
関
す
る
検
討
会
」

を
設
置
し
、
２
０
１
５
年
８
月
に
検
討
結
果
の
「
取
り
ま
と

め
報
告
書
」
を
公
表
し
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

(1)
、  　
（
準
）
強
姦
罪
及
び
（
準
）
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
非
親
告

罪
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
意
見
が
多
数
。

(2)
、  　

特
に
年
少
者
が
被
害
者
で
あ
る
性
犯
罪
に
つ
い
て
、
公

訴
時
効
を
廃
止
ま
た
は
停
止
（
例
え
ば
成
人
に
達
す
る
ま

で
）
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
意
見
が
多
数
。

(3)
、  　

配
偶
者
間
に
お
い
て
も
強
姦
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
明

示
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
意
見
が
多
数
。

(4)
、  　

強
姦
罪
の
主
体
等
の
拡
大
（
行
為
者
男
性
・
被
害
者
女

性
と
い
う
限
定
を
な
く
し
、
行
為
者
・
被
害
者
の
い
ず
れ

に
つ
い
て
も
性
差
を
な
い
も
の
と
す
る
）
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
意
見
が
多
数
。

  　

肛
門
性
交
、
口
淫
等
の
性
交
類
似
行
為
に
つ
い
て
は
、

男
性
器
を
肛
門
や
口
に
挿
入
す
る
行
為
は
強
姦
罪
（
男
性

器
の
女
性
器
へ
の
挿
入
）
と
同
様
の
刑
で
処
罰
す
る
こ
と

と
す
べ
き
と
す
る
意
見
が
多
数
。
指
や
異
物
を
こ
れ
ら
に

挿
入
す
る
行
為
も
含
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
少
数
。

(5)
、  　

強
姦
罪
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
要
件
の
緩
和
に
つ
い
て

は
、
消
極
的
意
見
が
多
数
。

(6)
、  　

地
位
・
関
係
性
（
例
え
ば
、
親
子
・
内
縁
配
偶
者
の
子
、

施
設
職
員
と
入
所
者
）
を
利
用
し
た
性
的
行
為
に
つ
い
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
第
四
部
長

弁
護
士
・
立
命
館
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

　
　

吉
田　

容
子

　

性
犯
罪
処
罰
規
定
の
改
正
に
向
け
た
動
き
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は
、
何
ら
か
の
規
定
を
創
設
す
る
べ
き
と
の
積
極
的
意
見

が
多
数
。

(7)
、  　

い
わ
ゆ
る
性
交
同
意
年
齢
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
に
積
極
的
な
意
見
が
あ
る
一
方
、
こ
れ
に
慎
重
な
意

見
も
あ
り
、
い
ず
れ
か
が
大
勢
を
占
め
る
に
は
至
ら
ず
。

(8)
、   　

強
姦
罪
の
法
定
刑
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
引
き
上
げ
る

べ
き
と
の
意
見
が
多
数
。
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
法
的
刑
の

引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、
上
限
・
下
限
い
ず
れ
に
つ
い
て

も
消
極
的
意
見
が
多
数
。

   　

強
姦
犯
人
が
強
盗
を
犯
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
強
盗

強
姦
罪
と
同
様
に
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き
か
に
つ

い
て
は
、
積
極
的
意
見
が
比
較
的
多
数
。

三
、  　

そ
し
て
、
２
０
１
５
年
10
月
、
法
務
大
臣
は
、
法
制
審
議

会
に
対
し
、
性
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
の
一
部
改
正

に
関
す
る
諮
問
を
行
っ
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

(1)
、  　

強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
強
姦
罪
を
非
親
告
罪
化
す
る
。

わ
い
せ
つ
目
的
・
結
婚
目
的
の
略
取
・
誘
拐
罪
に
つ
い
て
も
、

非
親
告
罪
化
す
る
。

(2)
、   　

強
姦
罪
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
（
現
行
法
は
、「
女
子
」

に
対
す
る
「
姦
淫
」（
膣
性
交
）
の
み
を
強
姦
罪
と
し
て
重

い
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
）、
行
為
者
及
び
被
害
者
の
性

別
を
問
わ
ず
、
性
交
等
（
膣
性
交
、
肛
門
性
交
、
口
淫
）

を
重
い
処
罰
の
対
象
と
す
る
。

(3)
、  　
18
歳
未
満
の
者
を
現
に
監
護
す
る
者
（
例
：
父
母
等
）

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
を
利
用
し
て
、
性
交
等
・
わ

い
せ
つ
行
為
を
し
た
場
合
も
、
強
姦
罪
・
強
制
わ
い
せ
つ

罪
と
同
様
に
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
る
。

(4)
、  　

強
姦
罪
の
法
定
刑（
現
行
法
は
、３
年
以
上
の
有
期
懲
役
）

を
「
５
年
以
上
の
有
期
懲
役
」
に
引
上
げ
る
。
強
姦
致
死

傷
罪
の
法
定
刑
（
同
、
無
期
又
は
５
年
以
上
の
有
期
懲
役
）

を
「
無
期
又
は
６
年
以
上
の
有
期
懲
役
」
に
引
上
げ
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
集
団
強
姦
罪
（
４
年
以
上
の
有
期
懲
役
）

と
集
団
強
姦
致
死
傷
罪
（
無
期
又
は
６
年
以
上
の
有
期
懲

役
）
を
廃
止
す
る
。

(5)
、  　

強
姦
行
為
と
強
盗
行
為
と
を
同
一
機
会
に
行
っ
た
場
合

は
、
そ
の
先
後
を
問
わ
ず
、「
無
期
又
は
７
年
以
上
の
懲
役
」

と
す
る
（
現
行
法
で
は
、
強
盗
が
先
行
し
た
場
合
は
強
盗

強
姦
罪
と
し
て
無
期
又
は
７
年
以
上
の
懲
役
、
強
姦
が
先

行
し
た
場
合
は
強
姦
罪
と
強
盗
罪
の
併
合
罪
と
し
て
５
年

以
上
30
年
以
下
の
懲
役
）。

四
、  　

１
９
０
７
年
制
定
の
刑
法
が
定
め
た
性
犯
罪
の
処
罰
に
関

す
る
規
定
が
、
１
０
０
年
以
上
を
経
て
、
大
き
く
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
重
要
な
項
目
が
法
制
審
へ
の
諮
問

内
容
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
が
（
年
少
被

害
者
に
か
か
る
公
訴
時
効
の
停
止
、
配
偶
者
間
の
強
姦
罪
成

立
の
明
記
、
暴
行
脅
迫
要
件
の
緩
和
、
性
交
同
意
年
齢
の
引

上
げ
な
ど
）、
そ
れ
に
し
て
も
重
要
な
法
改
正
が
な
さ
れ
る
可

能
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
法
制
審
の

検
討
状
況
、
そ
の
後
の
立
法
状
況
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
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２
０
１
５
年
６
月
、
私
が
所
属
す
る
学
会
の
１
つ
で
あ
る
日
本

国
際
理
解
教
育
学
会
か
ら
『
国
際
理
解
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
明

石
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
た
（
以
下
、『
本
書
』
と
略
記
）。
今
回
は
、

編
集
作
業
に
関
わ
っ
た
経
緯
か
ら
、『
本
書
』
に
つ
い
て
紹
介
を

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

前
回
、
本
誌
に
執
筆
し
た
際
、『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
国
際
理

解
教
育
』（
２
０
１
０
年
、
明
石
書
店
、
以
下
『
前
書
』
と
略
記
）

を
、「
国
際
理
解
教
育
の
最
前
線
」
と
し
て
紹
介
し
た
。
昨
今
、「
グ

ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
」
の
声
が
高
い
が
、『
前
書
』
は
、
英
米
の

グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
を
背
景
に
し
つ
つ
１
９
９
０
年
代
の
国
際
理
解

教
育
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、「
日
本
版
グ
ロ
ー
バ
ル

教
育
」
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。
国
際
理
解
教
育
の
理
論

的
な
枠
組
み
、
授
業
実
践
に
不
可
欠
の
目
標
と
学
習
領
域
（「
多

文
化
社
会
、グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
、地
球
的
課
題
、未
来
へ
の
選
択
」）、

学
校
で
の
実
践
モ
デ
ル
を
示
し
た
も
の
で
、幸
い
に
も
版
を
重
ね
、

世
に
広
く
認
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
前
書
』
が
学
会
の
第
20
回
研
究
大
会
記
念
出
版
で
あ
る
の
に

対
し
、『
本
書
』
は
第
25
回
研
究
大
会
記
念
出
版
で
あ
る
。
こ
の

５
年
間
に
、
学
会
で
は
、『
現
代
国
際
理
解
教
育
事
典
』（
明
石
書

店
、
２
０
１
２
年
）、『
日
韓
中
で
つ
く
る
国
際
理
解
教
育
』（
明

石
書
店
、２
０
１
４
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
。『
本
書
』
は
、『
前
書
』

の
改
訂
版
と
考
え
て
い
た
が
、
５
年
間
の
研
究
成
果
や
新
た
な
実

践
、ESD

な
ど
内
外
の
動
向
、
日
韓
中
の
連
携
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、

装
い
を
改
め
て
出
版
さ
れ
た
。
全
体
構
成
は
、
第
Ⅰ
部
「
国
際
理

解
教
育
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」、
第
Ⅱ
部
「
国
際
理
解
教
育
の

歩
み
」、
第
Ⅲ
部
「
国
際
理
解
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」、
第
Ⅳ
部

「
国
際
理
解
教
育
の
実
践
」、
第
Ⅴ
部
「
国
際
理
解
教
育
の
国
際
動

向
」
の
５
部
22
章
、
12
の
コ
ラ
ム
お
よ
び
付
録
か
ら
な
っ
て
い
る

（
執
筆
者
は
す
べ
て
学
会
会
員
で
あ
る
）。

特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
５
年
間
に
日
韓
中
の
国
際
理
解
教
育
の

連
携
が
す
す
み
、
２
０
１
５
年
５
月
に
は
北
京
で
国
際
理
解
教
育

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

同
志
社
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授

　
　

藤
原　

孝
章

国
際
理
解
教
育
近
況

　
『
国
際
理
解
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』の
発
刊
に
際
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
石
書
店
、２
０
１
５
年
）
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の
実
践
研
究
会
が
あ
り
、
日
中
の
学
校
教
員
の
授
業
実
践
の
協
同

的
な
取
り
組
み
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
韓
国
の
国
際
理
解
教

育
学
会
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
ア
ジ
ア
太
平
洋
国
際
理
解
教
育
セ
ン

タ
ー
（A

PC
E

IU

）
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
、
２
０
１
５
年
の

研
究
大
会
に
お
い
て
、後
述
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
（
韓
国
で
は
世
界
市
民
教
育
と
呼
称
）
に
つ
い
て
課
題
と

実
践
を
探
っ
て
お
り
、
日
本
側
か
ら
も
筆
者
が
出
席
し
、『
本
書
』

の
内
容
お
よ
び
問
題
意
識
と
の
関
わ
り
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。２

０
１
５
年
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
70

年
（
日
本
の
戦
後
70
年
）、
国
連
創
設
70
年
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ

て
も
国
際
社
会
に
と
っ
て
も
節
目
の
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

２
０
１
４
年
に
、国
連E

SD

（
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
）

10
年
が
お
わ
り
、
２
０
１
５
年
はM

D
G

s

（
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目

標
）
15
年
が
終
わ
り
、
次
の
15
年
間
、
２
０
３
０
年
に
む
け
て
新

た
にSD

G
s

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
が
設
定
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ユ
ネ
ス
コ
は
、
現
在
、Post E

SD

、SD
G

s

に
対
応
す
べ
く
「
グ

ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」（G

lobal C
itizenship 

E
ducation

：G
C

E
D

）
を
提
唱
し
て
い
る
。
日
本
の
国
際
理
解
教

育
が
「
日
本
版
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
」
と
し
て
理
論
的
、
実
践
的
に

構
築
し
て
き
た
作
業
と
ク
ロ
ス
す
る
流
れ
と
も
い
え
る
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
」
と
い
う
日
本
政
府
の
教
育
課
題

も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
の
競
争
人
材
（
グ
ロ
ー
バ

ル
リ
ー
ダ
ー
）
の
育
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、SD

G
s

やG
C

E
D

な
ど

広
く
国
際
社
会
の
教
育
課
題
に
応
答
で
き
る
市
民
的
資
質
の
育
成

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
人
権
教
育
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
国
際
理
解
教
育
は
、

当
セ
ン
タ
ー
研
究
第
５
部
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
た
『
人
権

教
育
総
合
年
表 

―
同
和
教
育
、
国
際
理
解
教
育
か
ら
生
涯
学
習

ま
で
―
』（
上
杉
・
平
沢
・
松
波
編
、
明
石
書
店
、
２
０
１
３
年
）

に
あ
る
よ
う
に
、
戦
後
の
出
発
の
と
き
か
ら
、
ユ
ネ
ス
コ
の
平
和

と
人
権
の
文
化
を
そ
の
土
台
と
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
、「
国
際

理
解
教
育
の
建
物
」
と
し
て
学
校
や
社
会
で
の
実
践
が
あ
り
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
な
ど
の
理
論
的
な
営
為
が
あ
る
も
の
と
信
じ
て

い
る
。
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『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
権
ガ
イ
ド
』
の
募
集
の
メ
ー
ル
を
頂
き
、

募
集
要
項
に
「
京
都
の
観
光
地
を
人
権
と
い
う
新
し
い
視
点
で
見

る
こ
と
で
人
権
意
識
を
高
め
る
」
と
あ
り
ま
し
た
の
で
、
観
光
ガ

イ
ド
に
も
役
立
つ
の
で
あ
れ
ば
と
軽
い
気
持
ち
で
応
募
し
ま
し

た
。
し
か
し
研
修
内
容
は
非
常
に
濃
い
も
の
で
驚
き
と
と
も
に
無

知
な
自
分
が
務
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
も
勉
強
に
励
み

ま
し
た
。

基
礎
研
修
は
「
人
権
か
ら
み
た
京
都
（
古
代
・
中
世
・
近
世
・

近
現
代
）」
を
学
び
ま
し
た
。

実
施
研
修
で
は
、経
験
豊
富
な
現
役
ガ
イ
ド
さ
ん
か
ら
清
水
寺
・

耳
塚
・
柳
原
銀
行
を
ご
丁
寧
に
ガ
イ
ド
要
領
と
心
得
を
教
え
て
頂

き
ま
し
た
。

又
、
研
修
生
同
士
が
ガ
イ
ド
に
な
っ
た
つ
も
り
で
銀
閣
寺
・
水

平
社
創
立
の
地
・
広
隆
寺
・
龍
安
寺
な
ど
８
ヶ
所
に
て
人
権
ガ
イ

ド
体
験
を
積
み
重
ね
て
来
ま
し
た
。

特
別
研
修
も
「
下
京
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
」
に
て
講

演
と
柳
原
銀
行
の
見
学
と
「
ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本
」
に
お
い
て
も
講

演
と
見
学
で
人
権
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

人
権
大
学
講
座
の
「
人
権
ゆ
か
り
の
地
を
た
ず
ね
て
」
を
受
講

し
、
そ
れ
は
人
権
ガ
イ
ド
と
し
て
必
要
な
知
識
で
し
た
の
で
場
面

に
応
じ
て
活
用
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

観
光
ガ
イ
ド
も
同
じ
で
す
が
、「
見
て
聴
い
て
楽
し
ん
で
頂
く
」

に
は
、
今
ま
で
観
光
ガ
イ
ド
で
活
用
し
て
い
た
『
紙
芝
居
』
で
、

お
客
様
を
前
に
引
き
付
け
、
楽
し
ん
で
頂
く
こ
と
が
、
大
切
で
あ

る
と
常
々
感
じ
て
い
ま
し
た
。

「
９
月
15
日
に
東
寺
と
水
平
社
創
立
の
地
の
ガ
イ
ド
依
頼
が
あ

り
ま
す
が
」
と
メ
ー
ル
を
頂
き
、
不
安
な
が
ら
も
挑
戦
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

私
に
先
立
っ
て
東
寺
に
47
名
様
の
団
体
客
の
ガ
イ
ド
依
頼
が
あ

り
先
輩
と
新
人
ガ
イ
ド
の
２
名
が
担
当
す
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
お
客
様
に
も
了
解
を
得
て
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
ガ
イ
ド
の
日
で
す
。待
合
せ
は
東
寺
の
駐
車
場
で
す
。

４
時
間
の
長
旅
の
疲
れ
も
感
じ
な
い
元
気
な
方
々
で
し
た
。

東
寺
で
は
、「
金
堂
・
講
堂
・
五
重
塔
」
を
案
内
、
金
堂
の
薬
師

如
来
坐
像
の
台
座
の
十
二
神
将
が
貸
出
中
で
あ
り
お
見
せ
す
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
こ
に
貸
出
中
な
の
か
確
認
し
て
お

け
ば
入
室
前
に
説
明
で
き
た
の
に
と
思
う
一
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
権
ガ
イ
ド

（
八
期
生　
二
〇
一
四
年
度
ガ
イ
ド
登
録
）

　
　

吉
野　

克
行

　

新
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
人
権
ガ
イ
ド
の
紹
介
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東
寺
支
配
下
の
散
所
が
７
ヶ
所
も
あ
り
、
広
範
囲
に
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
に
驚
か
れ
て
い
ま
し
た
。

昼
食
後
、「
全
国
水
平
社
創
立
の
地
」
で
は
、人
権
宣
言
文
に
「
侮

辱
を
す
る
た
め
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
差
別
の
言
葉
を
逆
手
に
と
っ

て
、
人
間
と
し
て
の
誇
り
が
み
な
ぎ
り
決
然
と
胸
を
は
っ
た
人
間

に
光
あ
れ
」
と
あ
り
切
実
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
と
の
声
が

聴
か
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
見
え
る
平
安
神
宮
の
大
鳥
居
と
将
軍
塚
の

由
来
と
青
龍
殿
の
移
築
前
と
移
築
後
を
『
紙
芝
居
』
で
写
真
を
お

見
せ
す
る
と
興
味
を
持
た
れ
、
次
回
京
都
に
来
る
と
き
は
、
将
軍

塚
の
青
龍
殿
に
是
非
行
き
た
い
と
の
事
で
し
た
。

『
紙
芝
居
』
を
活
用
し
ま
し

た
の
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
案
内

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

私
の
『
紙
芝
居
』
と
は
、

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
に
案
内

コ
ー
ス
順
に
そ
れ
ぞ
れ
の

寺
社
の
説
明
ポ
イ
ン
ト
と

写
真
・
絵
図
（
案
内
中
に
実

物
が
見
て
頂
け
な
い
も
の

を
中
心
に
作
成
し
た
も
の
）

で
見
て
理
解
し
て
頂
け
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

11
月
５
日
に
「
護
王
神

社
・
伊
東
柱
の
詩
碑
・
六
角
堂
」
の
コ
ー
ス
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。

一
週
間
前
に
ご
挨
拶
の
電
話
を
し
た
時
に
担
当
者
に
、
護
王
神
社

か
ら
伊
東
柱
の
詩
碑
ま
で
の
コ
ー
ス
を
提
案
さ
せ
て
頂
く
と
、
そ

れ
は
嬉
し
い
皆
喜
ぶ
で
し
ょ
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
コ
ー
ス
内
容
と
は
、
護
王
神
社
か
ら
蛤
御
門
経
由
京
都
御

苑
を
案
内
し
な
が
ら
、
同
志
社
大
学
の
正
門
か
ら
入
り
、
ク
ラ
ー

ク
記
念
館
・
ハ
リ
ス
理
化
学
館
（
共
に
重
要
文
化
財
）
を
案
内
し

な
が
ら
目
的
地
の
「
伊
東
柱
の
詩
碑
」
を
巡
り
ま
し
た
。
立
派
な

学
舎
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
ね
、
と
感
心
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
近
く
に
あ
る
、
三
葉
の
松
（
別
名
三
鈷
の
松
）
で
は
、
弘
法

大
師
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
す
る
時
に
「
三
鈷
杵
」
を
明
州
の
浜
か

ら
投
げ
る
と
紫
雲
た
な
び
き
、
雲
に
乗
り
高
野
山
へ
飛
び
真
言
密

教
の
聖
地
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
お
話
す
る
と
知
ら
な
か
っ
た
と

言
わ
れ
「
お
守
り
」
と
し
て
拾
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
方
が
多
か
っ

た
で
す
。

昼
食
後
、
聖
徳
太
子
を
開
基
と
し
て
創
建
、
へ
そ
石
の
伝
説
、
沐

浴
の
池
跡
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。
又
、比
叡
山
か
ら
の
百
日
参
り
、

数
度
の
火
災
、
現
建
造
物
は
明
治
時
代
の
も
の
な
ど
と
、
ご
住
職

の
こ
だ
わ
り
の
ビ
ル
建
築
に
つ
い
て
も
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
感
動
し
て
頂
け
た
こ
と
が
大
変
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

翌
日
に
お
礼
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
と
の
連
絡
を
頂
き
嬉
し
く
思

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
励
み
と
し
人
権
に
つ
い
て
も
、
皆
様
方
に
教

え
て
頂
き
な
が
ら
ガ
イ
ド
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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当
セ
ン
タ
ー
は
、
精
神
保
健
福
祉
法
に
基
づ
く
京
都
市
の
「
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
、平
成
九
年
に
開
設
し
ま
し
た
。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
精
神
保
健
の
向
上
及
び
精
神
障
害

者
の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
、
各
都
道
府
県
と
政
令
市
に
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
開
設
以
来
、
市
立
病
院

の
北
側
に
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
七
年
九
月
に
、
京
都
市
地

域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
推
進
セ
ン
タ
ー
（
中
京
区
壬
生
仙
念
町

30
）
の
建
物
の
二
〜
三
階
に
移
転
し
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
に
は
相
談
援
助
課
と
デ
イ
・
ケ
ア
課
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
相
談
援
助
課
の
業
務

相
談
援
助
課
で
は
、
こ
こ
ろ
の
悩
み
全
般
の
ほ
か
に
、
依
存
症
、

ひ
き
こ
も
り
等
に

つ
い
て
、
電
話
や

来
所
で
の
相
談
を

受
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
精
神
障
害

に
関
し
て
市
民
へ

の
啓
発
を
目
的
と

し
た
講
演
会
や
各
種
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
発
行
、
精
神
保
健
に
関
わ

る
専
門
職
へ
の
技
術
支
援
・
研
修
会
の
開
催
、ご
家
族
の
ア
ル
コ
ー

ル
問
題
や
ひ
き
こ
も
り
に
悩
む
方
の
た
め
の
「
家
族
教
室
」
の
開

催
、
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
集
い
、
精
神
障
害
者
の
た
め
の
無
料

法
律
相
談
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依

存
症
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
悩
む
方
々
、
ま
た
自
死
遺
族
の

方
々
の
自
助
グ
ル
ー
プ
も
、
当
セ
ン
タ
ー
内
で
定
期
的
に
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。

・
デ
イ
・
ケ
ア
課
の
業
務

デ
イ
・
ケ
ア
課
で
は
、平
成
十
八
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
「
統

合
失
調
症
の
方
の
た
め
の
就
労
準
備
デ
イ
・
ケ
ア
」
に
加
え
、
平

所
長　
　

波
床　

将
材

京
都
市
こ
こ
ろ
の
健
康

 

増
進
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内
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成
二
十
六
年
度
か
ら「
う
つ
病
の
方
の
た
め
の
症
状
改
善
と
就
職
・

復
職
の
準
備
性
を
高
め
る
デ
イ
・
ケ
ア
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

週
四
日
の
通
所
を
通
じ
て
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
、
さ
ら
に
集
団

活
動
を
通
じ
て
働
く
た
め
の
自
信
や
基
礎
的
な
体
力
・
持
続
力
等

を
取
り
戻
し
、
そ
の
後
の
実
践
コ
ー
ス
で
は
、
職
場
実
習
等
で
働

く
上
で
必
要
な
実
践
的
な
力
を
身
に
つ
け
ま
す
。

う
つ
の
⽅
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
例

費
⽤
：
医
療
費
が
か
か
り
ま
す
。
健
康
保
険
適
用
。
自
立
支
援

医
療
費
制
度
利

用
可
。（
負
担
額

は
個
人
に
よ
り

変
わ
り
ま
す
）

利
⽤
⽅
法
：

利
用
ご
希
望
の

方
は
、
ま
ず
お

電
話
く
だ
さ
い
。

見
学
日
の
ご
案

内
を
し
ま
す
。

京
都
市
で
は
、
今
後
、
さ
ら
に
児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を

合
わ
せ
て
、
身
体
・
知
的
・
精
神
の
三
障
害
を
総
合
的
に
支
援
す

る
施
設
を
建
設
す
る
計
画
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
当
セ
ン

タ
ー
の
業
務
に
関
し
て
、
市
民
の
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://kyoto-kokoro.org/

）

や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク（https://w

w
w

.facebook.com
/kokorohothot/

）

で
も
情
報
を
発
信
し
て
お
り
ま
す
の
で
，是
非
一
度
ご
覧
下
さ
い
。

月曜日 火曜日 木曜日 金曜日

午前 園芸 フィットネス デスクワーク 園芸
書道 パソコン パソコン

午後
自律訓練
健康教室

集団認知
行動療法
アサーション

バレーボール
卓球

スロー
フィットネス

【お問い合わせ先】

ご相談はまずは相談専用電話にお電話ください。
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一
二
月
六
日
、
京
都
テ
ル
サ
に
お
い
て
、「
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
前
半
で
は
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研

究
第
五
部
長
の
上
杉
孝
實
さ
ん
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
の
ご
挨

拶
の
後
、
石
元
清
英
さ
ん
（
セ
ン
タ
ー
第
二
部
研
究
員
・
関
西
大

学
社
会
学
部
教
授
）
に
よ
る
基
調
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

「
人
権
に
関
す
る
教
育
・
啓
発
の
現
状
と
課
題
〜
同
和
問
題
か

ら
考
え
る 

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
〜
」
と
題
し
た
基
調
講
演
で

は
、
石
元
教
授
が
十
数
年
前
よ
り
大
学
生
を
対
象
に
実
施
し
て
き

た
、
人
権
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
分
析
結
果
か
ら
、

興
味
深
い
ご
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
う
け
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
後
半
に
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
上
杉
孝
實
さ
ん
、
石
元
清
英
さ

ん
、
伊
藤
悦
子
さ
ん
（
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
京
都
教
育
大
学
教
育

学
部
教
授
）、
山
本
崇
記
さ
ん
（
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
静
岡
大
学

人
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）
が
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
登
壇
さ
れ
、
フ

ロ
ア
を
巻
き
込
ん
だ
、有
意
義
な
討
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

◆
基
調
講
演

基
調
講
演
で
、石
元
さ
ん
は
、大
学
生
た
ち
が
抱
い
て
い
る
「
部

落
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
デ
ー
タ
に
基
づ
き
解

説
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
暗
い
」「
貧
し
い
」「
閉
鎖
的
」
と

い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
部
落
と
い
う

の
は
、「
交
通
の
便
が
悪
い
と
こ
ろ
に
あ
る
」「
山
奥
や
崖
下
な
ど

隠
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
」「
住
民
票
が
な
い
」
等
と
い
う
、

全
く
の
誤
解
に
基
づ
く
記
述
も
あ
る
と
話
し
ま
す
。学
生
た
ち
が
、

こ
の
よ
う
な
間
違
っ
た
部
落
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
た
ま
ま
社
会
に
出

て
い
き
、
学
び
直
す
機
会
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
学
で
の

部
落
問
題
や
人
権
学
習
の
機
会
は
人
生
に
お
い
て
非
常
に
貴
重
な

場
所
と
な
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
で
は
、
高
校
ま
で
に
部
落
問

題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
教
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う

と
、
主
に
「
江
戸
時
代
の
賤
民
身
分
の
人
び
と
が
ず
っ
と
住
み
続

け
て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し

た
知
識
が
、「
暗
い
」「
貧
し
い
」「
閉
鎖
的
」、
詰
り
は
「
近
親
結

婚
が
多
い
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
異
質
視
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
察
さ
れ
ま
す
。
深
刻
な
の
は
、
同
和
教
育
の
経

験
が
あ
る
学
生
で
も
同
様
の
結
果
が
出
た
こ
と
で
す
。
部
落
問
題

学
習
が
部
落
に
対
す
る
誤
解
や
偏
見
を
批
判
す
る
力
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で

の
教
育
課
程
に
お
い
て
、
正
さ
れ
る
は
ず
の
知
識
が
正
さ
れ
ず
、

日
常
生
活
で
学
習
機
会
や
語
り
合
う
機
会
も
な
い
と
い
う
実
態
が

浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
習
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
生
た
ち
は
そ
れ

を
自
分
事（
身
近
な
問
題
）と
し
て
実
感
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
人
権
教
育
・
啓
発
の
、
い
わ
ば
「
入
り
口
」
に
課
題
が
あ

る
点
が
考
え
ら
れ
る
と
話
し
ま
す
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
概
念
と

し
て
、m

isogyny

（
見
下
し
意
識
）
を
紹
介
さ
れ
ま
す
。
日
常
生

活
を
営
む
う
え
で
必
要
の
な
い
低
い
知
識
な
の
で
身
に
つ
け
な
く

て
も
善
い
と
す
る
「
見
下
し
意
識
」
が
正
し
い
知
識
を
遠
ざ
け
て

い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
のm

isogyny

を
克
服

せ
ず
し
て
正
し
い
知
識
は
身
に
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の

研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員

　
　

矢
野　
　

亮

人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
「
人
権
の
世
紀
」の
実
現
に
向
け
て
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た
め
に
は
、
身
近
な
日
常
生
活
に
あ
る
問
題
と
し
て
実
感
さ
せ
る

こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
が
有
効
か
も
知
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

近
年
の
若
年
層
を
対
象
と
し
た
調
査
結
果
か
ら
は
、「
被
差
別
部

落
の
人
」
と
の
接
触
経
験
が
若
年
層
で
は
減
少
し
て
い
る
実
態
も
示

さ
れ
、
被
差
別
部
落
の
人
び
と
の
存
在
は
、
ま
す
ま
す
、「
見
え
な

い
存
在
」
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
偏
見
が
独

り
歩
き
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
不
可
視
化
と

い
う
実
態
が
あ
り
、
部
落
問
題
や
人
権
学
習
を
促
進
す
る
た
め
に
は

可
視
化（
＝
見
え
る
化
）が
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
部
落
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
和
対
策
の
法
期
限
切
れ

（
二
〇
〇
二
年
）を
契
機
に
、若
年
層
の
学
習
機
会
が
減
少
し
て
お
り
、

こ
う
し
た
事
態
を
ふ
ま
え
人
権
教
育
・
啓
発
の
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
、
一
層
、
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

◆
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
石
元
さ
ん
の
基
調
講
演
に
よ
っ
て
人
権
教

育
の
現
状
と
課
題
が
う
き
ぼ
り
と
な
っ
た
。
身
近
な
問
題
と
し
て

ど
の
よ
う
に
若
年
層
に
実
感
さ
せ
つ
つ
教
育
し
て
い
く
の
か
が
問

わ
れ
て
い
る
」
と
上
杉
孝
實
さ
ん
が
提
起
し
、
基
調
講
演
に
対
応

す
る
形
式
で
各
パ
ネ
ラ
ー
か
ら
の
質
疑
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
伊
藤
さ
ん
か
ら
は
、「
部
落
に
お
い
て
近
親
婚
が
多
い

と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
、
教
育
現
場
の
私
た
ち
自
身
が
問
わ
れ
る

デ
ー
タ
で
あ
っ
た
。
教
え
た
内
容
が
偏
見
を
ば
ら
ま
い
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
、
教
育
現
場
に
お
け
る
人
権
啓
発

の
困
難
さ
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
若
年
層
の
な
か
に
は
積

極
的
に
学
ぼ
う
と
す
る
回
答
も
あ
り
、
中
高
年
層
で
は
具
体
的
な

規
範
意
識
（
人
権
教
育
の
効
果
）
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
山
本
さ
ん
か
ら
は
、
可
視
化
に
つ
い
て
付
言
が
あ
り
ま

し
た
。「
現
在
、生
じ
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
実
情
を
鑑
み
る
と
、

地
域
の
隣
保
館
が『
人
権
の
拠
点
』で
あ
る
が
ゆ
え
に
、そ
こ
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
て
彼
ら
は
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
可
視
化
と
と
も

に
考
え
る
べ
き
事
と
し
て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
と
そ
れ
を
引
き
受
け
る
人
び
と
の
負

担
の
問
題
を
き
ち
ん
と
考
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
可
視
化
し
て

い
く
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
コ
メ
ン
ト
を
う
け
、
石
元
さ
ん
か
ら
は
、「
未
だ
に
、
結

婚
差
別
が
あ
り
、
他
者
か
ら
初
め
て
、
突
発
的
に
部
落
当
事
者
で

あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
あ
る
。
こ
う
し
た
文
脈

に
お
い
て
、見
え
る
化・語
り
合
う
こ
と
の
促
進
を
提
起
し
て
い
る
」。

ま
た
、
総
体
的
な
実
態
と
し
て
は
、「
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
う
認

識
で
は
な
く
、前
進
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、セ
ク
シ
ャ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
状
況
は
、
可
視
化
を
通
じ
て
取
り
組
み
や
対

策
が
実
施
さ
れ
、
一
定
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
」
と
応
答
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、「
部
落
問
題
が
『
見
え
な
い
問
題
』
に
な
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
九
〇
年
代
以
降
は
経
済
的
に
安
定

し
た
人
口
が
流
出
し
て
い
る
と
い
う
都
市
型
部
落
の
実
態
が
指
摘

で
き
る
。
近
年
、
大
阪
な
ど
で
は
、
改
良
住
宅
を
壊
し
て
、
戸
建

て
住
宅
建
設
が
増
え
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、『
部
落
の

問
題
が
薄
ま
っ
て
い
く
』
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
同
様
の
現
象
と

し
て
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
が
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
『
散
在
』
さ
せ
、
不
可
視
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

問
題
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対

し
て
、『
見
え
る
化
』
を
提
起
し
て
い
る
」
と
、
あ
ら
た
め
て
現
状

の
文
脈
に
お
い
て
可
視
化
の
実
践
の
意
味
を
訴
え
ら
れ
た
。

フ
ロ
ア
か
ら
も
活
発
な
質
疑
と
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

さ
い
ご
に
、
上
杉
孝
實
さ
ん
が
「
部
落
問
題
を
つ
う
じ
て
様
々

な
人
権
課
題
に
と
り
く
み
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
権
社
会
を
築
く

の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
近
現
代
（
史
）
に
お

け
る
日
本
の
社
会
構
造
の
問
題
と
し
て
、
部
落
や
在
日
な
ど
の
問

題
を
と
ら
え
、
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
閉
会
を
迎
え
ま
し
た
。
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2015年度　人権大学講座

受 講 料
1回　1,000円　※賛助会員は無料で受講できます。

受講手続き
○ 受講日前日までに、「受講申込書」（別紙）に必要事項を記入し、郵送又はFAXで申込み
の上、指定の金融機関口座に受講料を振り込んでください。複数の受講希望日をまとめ
て申込みが出来ます。
○  申込み及び受講料の振り込みが間に合わない場合は、当日、会場での受付も可能です。
　（ただし、定員を超過している場合は受講出来ません。）

・京都銀行 府庁前支店 普通　 853685
・東京三菱UFJ銀行 京 都 支 店 普通　1222396
・京都信用金庫 本　　　店 普通　1269372
・京都中央信用金庫 本　　　店 普通　1039688

申 込 先
公益財団法人世界人権問題研究センター
〒604-8221 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地1
電話：075-231-2600　FAX：075-231-2750
E-mail　 jinken@kyoto.email.ne.jp
HP：http://www.mmjp.or.jp/jinken/research/index.html

■講座日程表／講座内容
月日曜 種　別 時時　間間 講　座　名 講講　師師 備考

12 1月 29日
（金）

講　義 14:00～ 15:40 人権の理念と人権問題 大谷　　實 理事長

修了式 15:40～ 15:50 研究センター理事長　大谷　　實

講義会場　※受付：各回午後 1時 30分～

JR京都駅

二条城

京都御所

地下鉄東西線

丸太町通

府庁

市役所

塩小路通

七条通

大
宮
通

堀
川
通

烏
丸
通

地
下
鉄
烏
丸
線

地
下
鉄
烏
丸
線

河
原
町
通

川
端
通

鴨 

川

京
阪
電
車

五条通

四条通

御池通

今出川通

阪急電車

二
条
駅

ハートピア京都

京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都
〒 604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る
清水町 375 番地
TEL 075-222-1777 / FAX 075-222-1778
• 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車　5番出口
　（地下鉄連絡通路にて連結）
• 京都市バス、京都バス、JRバス
　「烏丸丸太町」バス停下車　烏丸通り沿い南へ



世界人権問題研究センター発行の刊行物の紹介

『人権問題研究叢書』
当研究センターが取り組む調査・研究のさらなる活性化とその成
果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与することを目的
に創刊しました。当研究センター研究員が調査・研究活動を通じ、
人権問題を科学的に考察し論著したものです。

季刊「グローブ」（研究センター通信）
年 4回発行
当研究センターの研究活動やその他事業について
の報告や予定、研究課題、研究員の紹介、外部か
らの声などを掲載しています。

創立 20周年記念出版
「職能民へのまなざし」
前近代社会において、「職人（職能民）」と呼ばれ
た人々が如何なる位置に置かれ、どのようなまな
ざしを向けられていたかを共同研究した成果です。

創立 20周年記念式典・シンポジウム 講演録
創立20周年の記念講演・シンポジウムを中心にま
とめています。

「人権歴史年表」
人権を主題として構成された年表は、ほとんど前
例がないなかで人権問題を探求し、新たな人権文
化の創造をめざす人々の学習の手引となるように
編集しました。

創立 10周年記念出版
「散所・声聞師・舞々の研究」
当研究センターでは、1996 年から9 年間にわたっ
て共同研究として「散所に関する総合的研究」に
取り組んできましたが、その成果をまとめました。

◎定価
8,200 円（＋税）

◎定価　1,000 円（税込）
～ 2,000 円（＋税）

「研究紀要」の刊行（年 1回発行）
「国際的人権保障体制の研究」「同和問題の研究」
「定住外国人の人権問題の研究」「女性の人権問題
の研究」「人権教育の理論と方法の研究」 の５部
門での個人研究の成果を公表しています。

◎定価　各号
2,500 円（税込）

◎定価
1,800 円（＋税）

◎定価
2,000 円（＋税）

◎定価
1,800 円（＋税）

「京都人権歴史紀行」
京都に残る人権に関わる場所、事柄、そこで生き
た人々の後を訪ね、歴史を振り返るなかで、基本
的人権や自由、平等、平和の大切さと、それを実
現するためにどれほどたくさんの人々の努力が積
み重ねられてきたかを学んでいただけます。

「賛助会員」募集中
◎年会費　 個人会員　1万円（学生は 5千円）　法人会員　5万円
◎特　典　・ 『グローブ』（季刊：年 4回発行）『年報』の無償送付
　　　　　・  『研究紀要』 『人権問題研究叢書』の無償送付
　　　　　・  「人権大学講座」の無料受講
　　　　　・  人権図書室所蔵の図書貸出サービス
　　　　　・  当センター主催の講演会等への優先案内
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公益財団法人 世界人権問題研究センター刊

公益財団法人  世界人権問題研究センター
〒604-8221　 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地１
TEL 075-231-2600　FAX 075-231-2750
[URL]  http://www.mmjp.or.jp/jinken/[E-MAIL] jinken@kyoto.email.ne.jp

◎お問い合せ、お申込みは下記へ
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