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Ⅰ　

あ
り
方
検
討
委
員
会
と
改
革
ビ
ジ
ョ
ン　

　
（
1
）
中
期
計
画
か
ら
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
へ　
　

世
界
人
権
問
題

研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
九
四
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
、
創
立

の
趣
旨
に
即
し
て
一
定
の
研
究
成
果
を
挙
げ
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
二
〇
一
二
年
に
公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行
を
契
機
と
し
て
、

二
一
世
紀
を
真
に
人
権
の
世
紀
と
す
る
た
め
、
二
〇
一
三
年
か
ら

二
〇
一
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
を
中
期
計
画
期
間
と
定
め
、
発
展

の
た
め
の
努
力
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
時
代
に
即
応
し
た
、
よ
り
一
層
充
実
し
た
持
続
可
能

な
民
間
研
究
機
関
と
す
る
た
め
、
①
セ
ン
タ
ー
の
研
究
活
動
の
活

性
化
、
②
研
究
成
果
の
還
元
の
充
実
、
お
よ
び
③
財
務
の
改
善
を

主
な
目
的
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
「
あ
り
方
検
討
委
員

会
」
を
立
ち
上
げ
、
5
回
に
わ
た
る
委
員
会
の
議
論
を
踏
ま
え
ま

し
て
、
昨
年
11
月
末
に
当
セ
ン
タ
ー
を
存
続
・
発
展
さ
せ
る
た
め

の
「
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
し
た
次
第
で
す
。

　
（
2
）
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
の
中
身　
　

ビ
ジ
ョ
ン
の
内
容
を
か
い

つ
ま
ん
で
申
し
ま
す
と
、
①
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
創
設

時
の
設
立
趣
意
書
お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
内
閣
府
認
定
に
よ
る
当

法
人
の
定
款
を
再
確
認
し
た
上
で
、
当
セ
ン
タ
ー
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

を
明
確
に
す
る
こ
と
、
②
人
権
問
題
を
研
究
す
る
人
材
を
広
く
全

国
か
ら
集
め
、
全
国
規
模
の
共
同
研
究
方
式
を
基
本
と
し
て
研
究

事
業
を
展
開
す
る
こ
と
、
③
研
究
成
果
の
発
信
に
努
め
、
府
民
・

市
民
の
人
権
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
、
④
生
起
す
る
人
権
課
題

を
的
確
に
捉
え
て
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
研
究
体
制
を
見
直
す
こ
と
、
⑤
従
来
の
研
究
部
門
制
を
廃

止
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
チ
ー
ム
を
編
成
し
て
研
究
を
展
開
す
る

こ
と
、
⑥
研
究
期
限
を
3
年
以
内
と
し
、
研
究
成
果
を
論
文
等
で

積
極
的
に
発
表
す
る
と
と
も
に
、
府
民
・
市
民
の
人
権
教
育
・
啓

発
に
資
す
る
よ
う
に
発
信
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
、
⑦
社
会
の

ニ
ー
ズ
の
把
握
や
研
究
成
果
の
発
信
力
の
飛
躍
的
向
上
を
目
指

し
、
人
権
大
学
講
座
、
人
権
ガ
イ
ド
の
研
修
等
の
研
究
に
関
連
し

た
事
業
の
充
実
を
図
る
こ
と
、
⑧
収
入
増
加
の
た
め
の
工
夫
や
基

本
財
産
運
用
等
に
つ
き
、
京
都
府
お
よ
び
京
都
市
と
協
議
し
な
が

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

前
学
校
法
人
同
志
社
総
長

　
　

大
谷　
　

實

　
　

セ
ン
タ
ー
の

　
　

セ
ン
タ
ー
の
ReRe
ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

　
　
　
　

〜
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
て

　
　
　
　

〜
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
て
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ら
推
進
す
る
こ
と
、以
上
の
八
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ⅱ　

改
革
ビ
ジ
ョ
ン
の
具
体
化

　
（
1
）
研
究
体
制　
　

当
セ
ン
タ
ー
と
し
ま
し
て
は
、
今
回
の

改
革
ビ
ジ
ョ
ン
を
「
第
一
次
中
期
計
画
」
に
続
く
「
第
二
次
中
期

計
画
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
二
〇
一
八
年
度
か
ら
二
〇
二
〇
年
度

ま
で
を
新
体
制
へ
の
移
行
期
間
と
し
、
二
〇
二
一
年
度
か
ら
新
体

制
下
で
、
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
に
即
し
た
研
究
事
業
を
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
。

  　

研
究
体
制
と
し
て
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
型
と
し
、
原
則

と
し
て
4
〜
5
の
チ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
各

チ
ー
ム
の
編
成
は
、
理
事
長
、
所
長
及
び
編
成
顧
問
に
よ
る
編
成

会
議
の
合
議
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
一
応
、
3
チ
ー
ム
と
考

え
て
い
ま
す
が
（
合
議
枠
）、必
要
に
応
じ
て
所
長
が
1
〜
2
チ
ー

ム
を
推
薦
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
（
推
薦
枠
）。
チ
ー
ム
は
、

代
表
者
（
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）、
専
任
研
究
員
、
嘱
託
研
究
員
等

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
（
2
）
研
究
の
推
進　
　

チ
ー
ム
編
成
会
議
の
論
議
を
ふ
ま
え

て
、新
た
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」
や
「
子
ど
も
の
人
権
」

な
ど
の
研
究
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
問
題
は
、
予
定
の

3
年
間
で
社
会
や
自
治
体
に
提
言
で
き
る
よ
う
な
成
果
を
上
げ
る

こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
子
ど
も
と
人
権
」
を

選
ん
だ
場
合
、
我
が
国
の
子
ど
も
に
係
る
人
権
課
題
だ
け
で
も
、

虐
待
や
貧
困
、
い
じ
め
、
体
罰
、
不
登
校
な
ど
数
多
く
あ
り
、
原

因
か
ら
対
策
等
の
す
べ
て
を
包
括
し
た
人
権
課
題
の
研
究
を
す
る

こ
と
は
、
か
な
り
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
研
究

対
象
を
具
体
的
に
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
の
必
要
性
と
併
せ

て
、
そ
の
実
効
性
・
可
能
性
に
つ
い
て
も
慎
重
な
配
慮
が
望
ま
れ

ま
す
。

Ⅲ　

Re
ス
タ
ー
ト
の
今
後

  　

今
回
の
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
有
識
者
の
皆
さ
ま
の
貴
重
な
ご
意

見
や
議
論
を
踏
ま
え
、
研
究
運
営
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
・
評
議

員
会
に
お
諮
り
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー

と
し
て
は
、
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
て
、
人
権
問
題
を
対
象
と

す
る
民
間
学
術
研
究
機
関
と
し
て
最
高
の
も
の
を
目
指
し
、
改
革

に
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
す
。
今
年
は
、
世
界
人
権
宣
言
採

択
70
周
年
と
い
う
節
目
の
年
に
当
た
り
ま
す
。「
人
権
文
化
の
豊

か
な
京
都
」
を
目
標
と
し
て
、更
な
る
努
力
を
傾
注
い
た
し
ま
す
。

  　

本
誌
の
読
者
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
当
セ
ン
タ
ー
の

一
層
の
発
展
の
た
め
に
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
賜
り
、
今
後
と
も

御
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
注
）  

改
革
ビ
ジ
ョ
ン
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.khrri.or.jp/

）で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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「
天
才
ア
ー
ト
」
と
は
障
が
い
の
あ
る
人
の
手
に
よ
る
独
自
の

創
作
を
い
い
ま
す
。

こ
の
天
才
ア
ー
ト
作
品
が
今
号
か
ら
本
誌
の
表
紙
に
連
載
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
「
天
才
ア
ー

ト
」
と
そ
れ
を
推
進
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
天
才
ア
ー
ト

K
Y
O
T
O

」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

＊

天
才
ア
ー
ト
っ
て
何
？
こ
の
呼
称
に
奇
異
感
を
も
つ
方
が
多

い
よ
う
で
す
。
特
定
非
営
利
法
人
／
障
碍
者
芸
術
推
進
研
究
機

構
（
以
下　

当
機
構
）
が
障
が
い
の
あ
る
人
の
創
作
に
対
し
て

名
づ
け
た
愛
称
で
す
。
二
〇
一
〇
年
、
当
機
構
設
立
の
際
、
作

品
を
目
に
し
た
関
係
者
の
多
く
が
「
こ
れ
ぞ
天
才
ア
ー
ト
！
」

と
口
に
し
ま
し
た
。。
そ
の
比
類
な
い
表
現
を
前
に
出
た
率
直
な

言
葉
で
し
た
。
こ
れ
が
発
端
に
な
り
、
以
降
少
し
ず
つ
市
民
の

間
で
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
当
機
構
自
体

も
通
称
を
「
天
才
ア
ー
トK

Y
O
T
O

」
と
し
て
活
動
を
つ
づ
け

八
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

設
立
当
時
は
障
が
い
の
あ
る
人
の
創
作
に
対
す
る
関
心
は
ま

だ
低
い
も
の
で
し
た
が
、
二
〇
〇
六
年
に
京
都
市
立
総
合
支
援

学
校
で
放
課
後
に
「
制
作
活
動
」
が
開
か
れ
、
さ
ら
に

二
〇
〇
八
年
に
は
文
科
省
の
委
託
研
究
を
受
け
て
教
育
課
程
に

「
外
部
の
美
術
専
門
家
を
活
用
し
た
制
作
活
動
」
の
時
間
が
設
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
か
ら
、数
年
間
で
数
多
く
の
「
天
才
ア
ー

ト
」
作
品
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
が
、
学
齢
期
を
終
え
た
人
の
ほ

と
ん
ど
は
施
設
な
ど
で
就
労
に
つ
き
、
創
作
の
機
会
は
失
わ
れ

ま
す
。

せ
め
て
余
暇
に
は
制
作
活
動
が
継
続
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
歓

び
や
安
ら
ぎ
や
生
き
甲
斐
を
も
て
る
環
境
を
確
保
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
声
が
自
然
に
関
係
者
か
ら
湧
き
上
が
り
ま
す
。

こ
う
し
て
当
機
構
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

＊

具
体
的
な
活
動
内
容
は
、
ま
ず
制
作
の
た
め
の
ア
ト
リ
エ
の

運
営
で
す
。
利
用
者
た
ち
は
月
一
度
開
か
れ
る
土
・
日
曜
日
に

自
由
に
集
ま
っ
て
き
て
想
い
思
い
に
制
作
に
没
頭
し
ま
す
。
廃

特
定
非
営
利
法
人
／
障
碍
者
芸
術
推
進
研
究
機
構

理
事
長

　
　

高
島　
　

寛

　
「
天
才
ア
ー
ト
」
の
使
命　
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校
に
な
っ
た
元
・
新
道
小
学
校
の
教
室
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

ま
た
自
前
の
撮
影
ス
タ
ジ
オ
を
設
け
、
制
作
さ
れ
た
全
作
品
の

ア
ー
カ
イ
ブ
化
を
す
す
め
て
い
ま
す
が
、
こ
の
デ
ー
タ
の
お
か

げ
で
複
製
画
や
諸
々
の
商
品
開
発
な
ど
作
品
の
二
次
利
用
が
容

易
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
も
っ
と
も
重
要
と
考
え
る
活
動
の
ひ
と
つ
は
作
品
展

の
開
催
で
す
。
啓
発
活
動
の
推
進
事
業
の
一
環
で
も
あ
り
ま
す

が
、
な
に
よ
り
も
利
用
者
の
喜
び
や
や
り
甲
斐
に
つ
な
が
る
か

ら
で
す
。

現
在
、
ア
ト
リ
エ
の
利
用
者
は
五
〇
名
ほ
ど
、
一
〇
代
か
ら

四
〇
代
と
幅
ひ
ろ
い
年
齢
構
成
で
す
が
、
特
筆
す
べ
き
は
類
似

す
る
作
品
は
生
ま
れ
な
い
こ
と
で
す
。
手
法
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
一
人
ひ
と
り
で
異
な
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
か
た
ち

を
面
だ
け
で
と
ら
え
て
絵
具
で
表
出
す
る
も
の
、
逆
に
鉛
筆
の

線
だ
け
の
も
の
。
自
己
の
記
憶
や
願
望
を
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
で

展
開
す
る
も
の
。
セ
ロ
テ
ー
プ
や
ハ
サ
ミ
を
使
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ

づ
く
り
を
淡
々
と
つ
づ
け
る
も
の
、
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
た

だ
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
自
己
に
対
す
る
素
朴
で
純
粋
な
姿

勢
と
制
作
態
度
で
す
。〝
コ
コ
ロ
の
ア
ー
ト
〞
と
で
も
言
え
ば
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。

＊

こ
の
一
〇
年
間
で
障
が
い
者
芸
術
に
対
す
る
認
知
度
は
ず
い

ぶ
ん
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
現
代
芸
術
と
し
て
定
着
し

て
い
る
欧
米
に
な
ら
っ
て
ア
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ト
（
仏
）
と
か
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ア
ー
ト
（
英
）
と
呼
ば
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
各
地
の
福
祉
施
設
で
も
制
作
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
ひ
ろ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
ま
問
題
点
は
障
が
い
者
芸
術
が
か
か
え
る
二
つ

の
視
点
つ
ま
り
福
祉
と
芸
術
の
相
関
で
す
。
福
祉
の
視
点
に
立

て
ば
、
芸
術
面
は
軽
ん
じ
ら
れ
る
し
、
反
対
に
芸
術
の
視
点
か

ら
は
福
祉
の
現
実
が
遠
ざ
か
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
相
反

す
る
よ
う
な
両
者
を
い
か
に
両
義
的
に
成
り
立
た
す
か
が
よ
く

議
論
さ
れ
ま
す
。

当
機
構
で
は
福
祉
事
業
の
一
環
と
し
て
分
け
隔
て
な
い
創
作

環
境
を
整
備
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
作
品
に
関

し
は
一
般
の
芸
術
価
値
で
評
価
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。
芸
術
に

関
し
て
障
が
い
と
健
常
の
壁
は
な
い
か
ら
で
す
。
結
論
的
に
は

福
祉
と
芸
術
を
複
眼
的
な
視
点
を
も
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。

最
近
の
内
閣
府
の
「
障
が
い
者
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
国
民
の
八
割
が
「
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
し
て
差
別
や

偏
見
が
あ
る
」
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
残
念
な
結
果
で
す
。
障

が
い
の
あ
る
人
の
卓
抜
し
た
創
作
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
見
直

す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
は
ず
で
す
。
日
常
の
活
動
を
通
し
て

「
天
才
ア
ー
ト
」
も
そ
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
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世
界
人
権
宣
言
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
〇
日
に
第
三
回
国

連
総
会
決
議
で
採
択
さ
れ
、
今
年
は
採
択
七
〇
周
年
に
当
た
り
ま

す
。
同
宣
言
は
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
人
び
と
お
よ
び
国
が
達
成

す
べ
き
共
通
の
人
権
基
準
を
さ
し
示
し
た
国
連
の
宣
言
で
す
。
し

か
し
、
残
念
な
が
ら
、
国
連
総
会
の
決
議
は
、
法
的
拘
束
力
が
あ

り
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
国
連
は
、
世
界
人
権
宣
言
の
内
容
を
法
的
に
拘
束
力

あ
る
文
書
に
し
た
国
際
人
権
規
約
（
一
九
六
六
年
）
を
採
択
し
ま

し
た
。
こ
の
ほ
か
、
歴
史
的
に
人
権
の
享
受
を
妨
げ
ら
れ
て
き
た

人
び
と
が
平
等
に
人
権
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
差

別
の
禁
止
、
子
ど
も
や
障
害
の
あ
る
人
の
よ
う
に
特
別
の
立
場
に

あ
る
人
び
と
の
権
利
を
よ
り
具
体
的
に
定
め
る
た
め
に
、
人
種
差

別
撤
廃
条
約
（
一
九
六
五
年
）、女
性
差
別
撤
廃
条
約
（
一
九
七
九

年
）、
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
一
九
八
九
年
）、
さ
ら
に
障
害
者
権

利
条
約
（
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
多
く
の
人
権
条
約
を
採
択
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
条
約
の
考
え
方
の
出
発
点
に
な
っ
て
い

る
の
が
、
世
界
人
権
宣
言
で
す
。

同
宣
言
の
第
一
条
に
は
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ
、
尊
厳
と
権
利
に
お
い
て
平
等
で

あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
尊
厳
こ
そ
が
、
人
権
の
最

も
根
本
に
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
が
も
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
す
。

最
近
、
日
弁
連
の
調
査
で
、
旧
優
生
保
護
法
（
一
九
四
八
〜

一
九
九
六
年
）
の
下
で
の
「
優
生
手
術
」
―
知
的
障
害
者
や
精
神

障
害
者
へ
の
強
制
不
妊
手
術
を
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
ま
し
た
―

の
件
数
が
約
二
万
五
千
件
、
強
制
手
術
を
受
け
た
人
は
約

一
万
六
五
〇
〇
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
ま
し
た
。
日
本

が
二
〇
一
四
年
に
締
約
国
と
な
っ
た
障
害
者
権
利
条
約
は
、
す
べ

て
の
障
害
者
が
あ
ら
ゆ
る
人
権
と
基
本
的
自
由
、
並
び
に
尊
厳
を

有
す
る
こ
と
を
確
認
し
、締
約
国
に
そ
の
尊
重
を
促
し
て
い
ま
す
。

旧
優
生
保
護
法
に
よ
る
障
害
者
に
対
す
る
先
の
措
置
が
、
世
界
人

権
宣
言
や
障
害
者
権
利
条
約
第
二
三
条
と
両
立
し
な
い
こ
と
は
明

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

同
志
社
大
学
法
学
部
教
授

　
　

坂
元　

茂
樹

世
界
人
権
宣
言
採
択
七
〇
周
年
を
迎
え
て
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ら
か
で
す
。
障
害
者
が
、
他
の
健
常
者
と
同
様
に
、
基
本
的
人
権

と
個
人
の
尊
厳
を
有
し
、
生
殖
能
力
を
保
持
し
、
子
の
数
な
ど
の

決
定
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

他
方
で
、
近
頃
、
日
本
で
は
、
人
種
や
民
族
、
国
籍
な
ど
の
属

性
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
属
性
を
有
す
る
少
数
者
の
集
団
も
し
く

は
個
人
に
対
し
、
差
別
、
憎
悪
、
排
除
、
暴
力
を
扇
動
し
、
ま
た

は
侮
辱
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
、
少
数
者
に
属
す
る
人
び
と

の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
人
た
ち
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
が

行
っ
て
い
る
の
は
政
治
活
動
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
の
行
使
だ
と

述
べ
る
人
が
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
世
界
人
権
宣
言
は
、
第
一
九

条
で
「
す
べ
て
の
者
は
、
意
見
及
び
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
の
権

利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
表
現
の
自
由
を
認
め
て
い
ま
す
が
、

同
時
に
第
三
〇
条
で
、「
こ
の
宣
言
の
い
か
な
る
規
定
も
、
い
ず

れ
か
の
国
、
集
団
又
は
個
人
が
、
こ
の
宣
言
に
規
定
す
る
権
利
及

び
自
由
の
い
ず
れ
か
を
破
壊
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
活
動
に
従

事
し
又
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
を
行
う
権
利
を

有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

述
べ
、
世
界
人
権
宣
言
が
認
め
る
人
権
を
他
の
人
の
自
由
や
人
権

を
損
な
う
形
で
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
世
界
人
権
宣
言
の
第

二
七
条
は
、「
す
べ
て
の
者
は
、
自
由
に
社
会
の
文
化
生
活
に
参

加
し
、
芸
術
を
享
受
し
、
並
び
に
科
学
の
進
歩
及
び
そ
の
利
益
に

あ
ず
か
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。『
グ
ロ
ー
ブ

九
三
号
・
二
〇
一
八
年
春
』
号
か
ら
、
障
害
者
の
方
々
が
書
か
れ

た
絵
が
表
紙
を
飾
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
方
々
の
絵

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
文
化
生
活
へ
の
参
加
と
芸
術

の
享
受
も
、
世
界
人
権
宣
言
が
目
指
す
権
利
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
人
権
宣
言
は
、
そ
の
前
文
で
、「
社
会
に
お
け
る
ど
の
個

人
も
ど
の
機
関
も
、
こ
の
世
界
人
権
宣
言
を
常
に
念
頭
に
お
き
な

が
ら
、
こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
、
ま
た

こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
の
普
遍
的
か
つ
効
果
的
な
承
認
と
遵
守
を

確
保
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
努
力
す
る
こ
と
」を
求
め
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
世
界
人
権
宣
言
が
多
く
の
人
に
知
ら
れ
、
実
際

の
生
活
に
活
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
人
権
宣
言
を

学
び
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
共
通
価
値
の
存
在
を
知
り
、
そ
の

実
現
を
め
ざ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
二
一
世
紀
を
人
権
の
世
紀
に

す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
、
改
め
て
世
界
人
権

宣
言
を
読
み
返
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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私
は
、
本
年
度
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
人
権
」
の
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
し

た
が
、
誰
も
が
手
軽
に
、
か
つ
多
く
の
場
合
匿
名
で
使
用
で
き

る
と
い
う
そ
の
特
性
か
ら
、
多
く
の
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
こ
と
も
ま
た
周
知
の
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
構
想
は
、
世
界
人
権
問
題
研

究
セ
ン
タ
ー
所
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
坂
元
茂
樹
先
生
が
、
大
阪

市
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
処
条
例
（
二
〇
一
六
年
制
定
）
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
審
査
会
の
会
長
と
し

て
の
職
務
を
果
た
さ
れ
る
中
で
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
対
処
に
お
い
て
様
々
の
困
難
な

法
的
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
を
実
感
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す

る
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
打
診

さ
れ
た
の
は
、
当
該
条
例
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
私
が
検
討

部
会
委
員
と
し
て
少
々
お
手
伝
い
し
た
こ
と
、
ま
た
、
私
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
違
法
表
現
に
つ
い
て
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
責

任
の
追
及
法
理
や
、
匿
名
表
現
者
に
つ
い
て
の
情
報
開
示
請
求

が
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
検
討
を
行
う
論
文

を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
私
自
身
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
に
ど
の
よ
う
に
法
的
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
定

見
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い

て
、
意
見
は
大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
す
。
特
定
の
人
種
・
民
族
・

宗
教
集
団
に
属
す
る
人
々
を
誹
謗
中
傷
し
、
社
会
か
ら
排
除
し

よ
う
と
す
る
よ
う
な
言
論
に
は
、
保
護
さ
れ
る
価
値
は
な
い
と

い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
が
、
特
定
の
個
人
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら

し
て
国
家
が
そ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う

学
説
も
有
力
で
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
表
現

に
つ
い
て
も
、
他
人
を
平
気
で
傷
つ
け
る
よ
う
な
無
責
任
な
発

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
一

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
）
リ
ー
ダ
ー

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

　
　

毛
利　
　

透

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
に
あ
た
っ
て　
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言
を
助
長
し
て
い
る
と
し
て
、
発
言
者
に
つ
い
て
の
情
報
の
強

制
的
開
示
を
広
く
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
が
あ
る
一
方

で
、
実
社
会
で
の
あ
つ
れ
き
を
恐
れ
て
実
名
で
は
発
言
し
に
く

い
人
々
に
も
表
現
の
機
会
を
与
え
、
表
現
の
自
由
の
幅
広
い
保

障
に
資
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
て
、
匿
名
性
自
体
が
保

護
に
値
す
る
と
す
る
立
場
も
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
立
場
も
一

方
的
に
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
自
身
、
悩
み
な
が
ら

最
適
解
を
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
何
と
も
頼
り
な
い
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
実
に
そ

の
と
お
り
と
い
う
し
か
な
い
の
で
す
が
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
は
、
憲
法
・
行
政
法
・
国
際
法
・
情
報
法
と
い
っ
た
多
分

野
の
優
れ
た
専
門
家
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
先
生
方
と
の
議
論
が
大
変
刺
激
的
な
も
の
に

な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
確
実
に
保
証
で
き
ま
す
。
嘱
託
研
究

員
に
は
、
大
阪
市
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
審
査
会
で
委
員
を
務
め

る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
つ
い

て
ま
さ
に
現
時
点
で
実
社
会
に
生
じ
て
い
る
問
題
性
を
直
接

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

各
種
事
業
者
と
交
流
の
あ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
違
法
・
不
適
切
表
現
へ
の
対
処
を
め
ぐ
る

現
実
の
争
点
に
つ
い
て
リ
ア
ル
に
知
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
国
際
人
権
法
の
専
門
家
の
声
に
よ
っ
て
、

よ
り
広
い
視
点
か
ら
日
本
の
問
題
状
況
を
反
省
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」
に
ま
つ
わ
る
問

題
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
や
り

の
（
？
）
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
、
虚
偽
表
現
に
よ
る
名
誉

毀
損
も
重
要
な
問
題
で
す
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
も
情
報
が
漂
い

続
け
る
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
に
対
抗
す
る
た
め

に
、
前
科
な
ど
過
去
の
自
分
の
不
利
益
な
情
報
が
検
索
結
果
に

表
示
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
忘
れ

ら
れ
る
権
利
」
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
り
ま

す
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
を
防
ぐ
た
め

に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
広
く
保
障
す
る
こ

と
も
ま
た
、
人
権
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で

し
ょ
う
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
期
間
で
あ
る
三
年
間
に
、
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
の
検
討
を
深
め
、
研
究
成
果
を
発
信
で
き
る
よ
う
努

力
す
る
所
存
で
す
。
私
は
、
当
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
を
す
る
の
は

初
め
て
で
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
勝
手
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
も

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
専
門
研
究
員
の
杉
木
志
帆
さ
ん
を
は

じ
め
と
す
る
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

研
究
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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本
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
歴
史
学
や
社
会
学
な
ど
の
分
野
に
よ
る
研
究
活
動
の
成

果
を
踏
ま
え
、
よ
り
学
際
性
と
普
遍
性
、
さ
ら
に
は
今
後
に
向

け
て
の
継
続
性
を
考
え
て
テ
ー
マ
設
定
し
た
も
の
で
す
。「
地

域
研
究
」
と
し
た
の
は
、
あ
る
地
域
を
歴
史
的
視
点
だ
け
で
な

く
、
政
治
・
法
・
経
済
・
文
化
・
社
会
・
医
療
・
土
木
・
産
業
・

交
通
な
ど
多
角
的
な
視
点
か
ら
分
析
す
る
た
め
で
す
。
本
研
究

で
は
、
日
本
の
地
域
社
会
を
考
え
る
上
で
、
欠
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
し
て
被
差
別
部
落
を
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
の

で
、
本
研
究
の
対
象
地
域
に
は
被
差
別
部
落
が
含
ま
れ
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
地
域
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
在
日
外
国
人
や
女

性
、障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
多
様
な
存
在
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
方
法
に
よ
る
研
究
対
象
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
三
年

間
で
は
、
京
都
市
の
下
京
区
か
ら
東
山
区
、
南
区
に
か
け
て
広

が
る
鴨
川
・
高
瀬
川
流
域
一
帯
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
の
地
域
を
研
究
対
象
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
二
十

年
程
前
に
こ
の
地
域
に
関
係
す
る
大
量
の
古
文
書
（
今
村
家
文

書
）
が
見
つ
か
っ
て
以
来
、
関
係
者
が
今
村
家
文
書
研
究
会
を

組
織
し
て
整
理
や
翻
刻
を
進
め
、
数
年
前
に
そ
の
一
部
が
史
料

集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
か
ら
で
す
（『
今
村
家
文
書
史
料
集
』

全
二
巻
）。
こ
の
古
文
書
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か

け
て
の
約
三
百
年
間
に
わ
た
る
も
の
で
、
被
差
別
部
落
を
含
む

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
二

（
共
に
生
き
る
地
域
研
究
の
可
能
性
）リ
ー
ダ
ー

同
志
社
大
学
文
学
部
教
授

　
　

小
林　

丈
広

　
「
共
に
生
き
る
地
域
研
究
の
可
能
性
」

下
京
三
十
一
番
組
絵
図
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地
域
の
史
料
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
京
都
市
内
で
見
つ
か
っ
た

も
の
の
中
で
も
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
古
文
書
の
解
読
を
さ
ら
に
進
め

る
こ
と
で
、
日
本
の
地
域
社
会
に
関
す
る
理
解
が
大
き
く
進
展

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
こ
れ
ま

で
今
村
家
文
書
研
究
会
が
行
っ
て
き
た
研
究
活
動
の
成
果
を
受

け
継
ぎ
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
活
動
に
生
か

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

本
研
究
で
は
ま
ず
、
十
数
年
も
の
間
今
村
家
文
書
研
究
会
が

行
っ
て
き
た
よ
う
に
、
地
道
に
翻
刻
作
業
を
進
め
、
地
域
研
究

に
対
す
る
新
し
い
知
見
の
発
見
に
努
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ

の
成
果
は
、
史
料
集
の
続
編
や
ハ
ン
デ
ィ
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
講
演
会
な
ど
、
そ
の
時
々
で
可
能
な
方
法
で

公
開
し
ま
す
。
ま
た
、
本
研
究
で
は
さ
ら
に
、
今
村
家
文
書
の

寄
託
先
で
あ
る
京
都
市
歴
史
資
料
館
、
対
象
地
域
と
深
い
関
係

に
あ
る
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
な
ど
と
連
携
し
、
関
係
地
域
や

施
設
で
の
展
示
会
や
イ
ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
に

し
ま
す
。
ま
ず
は
、
既
刊
の
『
今
村
家
文
書
史
料
集
』
や
『
連

続
歴
史
講
座
「
東
山
区
今
村
家
の
歴
史
遺
産
」
の
記
録
』
な
ど

を
ご
覧
頂
き
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
ご
協
力
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

今村忠右衛門宛明石民蔵書簡
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日
本
が
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
批
准
し
て
、
は
や
半
世
紀
が
経

と
う
と
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
内
容
へ
の
理
解
は
乏

し
く
、
途
上
国
の
問
題
だ
と
認
識
す
る
人
々
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。

児
童
福
祉
法
に
理
念
と
し
て「
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
の
っ
と
る
」

「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
す
る
」
と
い
う
文
言
を
挿
入
し

た
の
は
、二
〇
一
七
年
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
感
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
す
地
域
や
学
校
で
は
、
さ
ら
に
認
識
は
不
十

分
で
あ
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
生
活
実
態
は
、
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
国

民
生
活
基
礎
調
査
で
、
平
均
的
な
所
得
（
等
価
可
処
分
所
得
の
中

央
値
）
の
半
分
を
下
回
る
世
帯
で
暮
ら
す
18
歳
未
満
の
子
ど
も
の

割
合
を
示
す
「
子
ど
も
の
貧
困
率
」
が
、
二
〇
一
二
年
に

１
６
・
３
％
と
過
去
最
悪
を
示
し
た
（
二
〇
一
六
年
１
３
・
９
％
）。

大
阪
府
内
自
治
体
か
ら
、
受
託
し
て
分
析
し
た
結
果
（
大
阪
府
立

大
学
二
〇
一
七
）
に
お
い
て
は
、
母
子
世
帯
で
は
、
そ
の
８
割
ほ

ど
が
中
央
値
に
満
た
な
い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
れ
ら
の
経
済
的
厳
し
い
世
帯
ほ
ど
健
康
や
学
力
の
格
差
と

な
っ
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
調

査
結
果
か
ら
、
新
た
な
施
策
を
政
府
や
自
治
体
が
う
ち
出
し
て
い

く
べ
き
時
期
で
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
行
っ
た
子
ど
も
の
貧
困
の
実

態
調
査
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
政
策
と
展
開
し
に
く
い
も
ど

か
し
さ
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
貧
困
対
策
で
打
ち
出
し
た
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益

の
た
め
に
学
校
を
拠
点
に
し
た
、
学
校
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
想

も
論
点
が
す
り
か
わ
り
、
市
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
連
携
協
働

の
話
や
予
算
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
が
真

に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
対
策
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
本
当
の

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
三

（
子
ど
も
の
人
権
）
リ
ー
ダ
ー

大
阪
府
立
大
学
大
学
院
人
間
社
会
シ
ス
テ
ム

科
学
研
究
科
教
授

　
　

山
野　

則
子

　

子
ど
も
の
貧
困
と
人
権

　
　
　
　

〜
Ｅ
Ｂ
Ｐ
と
Ｖ
Ｂ
Ｐ
〜　
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壁
は
、
世
論
の
認
識
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
壁

の
1
つ
は
人
権
や
貧
困
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
も
う
1
つ
は
公

平
に
対
す
る
教
育
者
の
認
識
で
あ
る
。
前
者
は
日
本
の
恥
の
文
化

で
あ
り
、後
者
は
学
校
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
を
変
革
す
る
こ
と
は
、
容
易
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に

は
エ
ビ
デ
ン
ス
の
話
、
価
値
の
話
が
存
在
す
る
。

エ
ビ
デ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
Ｅ
Ｂ
Ｐ
）
が
福

祉
の
世
界
で
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
国
や
地
方
自
治
体
の

な
か
で
、
事
業
評
価
を
し
っ
か
り
支
援
の
受
理
の
有
無
や
支
援
の

事
前
事
後
で
の
調
査
や
、
コ
ー
ホ
ー
ト
で
支
援
が
先
々
の
子
ど
も

の
成
長
、
学
力
、
社
会
性
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
く
の
か
な

ど
の
調
査
研
究
は
十
分
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
ま
ま
、
ま
た
新
た
な

研
究
や
支
援
方
法
が
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。し
っ

か
り
政
策
立
案
者
と
実
践
家
、
研
究
者
が
対
話
型
で
議
論
し
、
事

業
の
改
善
や
修
正
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
場

を
作
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
価
値
の
共
有
に
な
り
、
単
に
評
価

を
行
う
だ
け
で
な
く
価
値
に
基
づ
く
実
践
（
Ｖ
Ｂ
Ｐ
）
つ
ま
り
意

思
決
定
と
な
り
、
事
業
や
政
策
の
真
の
発
展
の
た
め
に
貢
献
す
る
。

こ
れ
ら
が
共
存
す
る
た
め
に
は
、「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
」

と
い
う
理
論
的
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。具
体
的
に
は
、

児
童
福
祉
法
に
も
子
ど
も
の
権
利
が
明
記
さ
れ
た
今
、
子
ど
も
の

人
権
を
守
ろ
う
と
す
る
と
子
ど
も
た
ち
の
公
平
性
を
害
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
教
育
現
場
、
社
会
は
子
ど
も
の
人
権
を
ど
う
と
ら

え
直
せ
ば
い
い
の
か
。
さ
ら
に
加
え
る
と
、
侵
せ
な
い
は
ず
の
人

権
で
あ
る
が
、
他
の
価
値
観
（
例
え
ば
公
平
性
と
い
う
価
値
観
）

を
持
ち
出
す
こ
と
で
侵
害
が
助
長
さ
れ
る
社
会
に
対
し
て
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
各
研
究
者
が
、
歴
史
、
理
論
、

実
践
、
実
践
理
論
、
社
会
保
障
、
公
共
政
策
や
教
育
政
策
に
お
い

て
、
議
論
を
加
え
理
論
形
成
に
取
り
組
み
た
い
。

最
終
的
に
は
、子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
実
現
を
支
え
る
た
め
に
、

子
ど
も
の
権
利
を
軸
に
、
本
質
的
な
分
野
横
断
的
な
理
論
を
提
示

し
て
い
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
結
果
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ

く
政
策
を
支
え
る
理
論
構
築
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈
文
献
〉

  

大
阪
府
立
大
学
（
二
〇
一
七
）「
大
阪
府
子
ど
も
の
生
活
実
態
調
査
」（
研

究
代
表
山
野
則
子
）
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当
チ
ー
ム
で
は
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
か
か
る
総
括
所
見
の

日
本
で
の
実
施
状
況
を
検
討
し
、
政
治
的
意
思
の
欠
如
を
含
め
た

実
施
阻
害
要
因
を
学
際
的
に
明
ら
か
に
す
る
研
究
を
行
っ
て
い

ま
す
（
二
〇
一
七
年
度
か
ら
の
三
年
計
画
で
、
日
本
学
術
振
興
会

の
助
成
金
を
受
領
）。

日
本
が
一
九
八
五
年
に
こ
の
条
約
を
批
准
し
て
か
ら
既
に

三
〇
余
年
が
経
過
し
、
国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
本
条
約
の

日
本
国
内
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
五
回
の
審
査
を
行
い
、

総
括
所
見
を
示
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
日
本
国
内
で

こ
の
条
約
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
実
施
を

阻
害
す
る
要
因
の
分
析
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
①
総
括
所
見
の
国
内
的
意
義
に
つ
い
て
女
性
差
別
撤
廃
委
員

会
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
の
法
制
度
が
影
響
を
受
け
た
ド

イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
英
国
と
、
社
会
的
側
面
か
ら
日
本
と
同
じ
文

化
圏
で
あ
る
韓
国
に
お
け
る
、
実
施
体
制
と
実
施
状
況
を
考
察
す

る
、
②
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
加
え
て
、
社
会
学
・
歴
史
学
・
宗

教
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
総

括
所
見
の
実
施
阻
害
要
因
に
つ
い
て
多
角
的
視
点
か
ら
学
際
的

な
検
討
を
行
い
、
そ
の
際
、
総
括
所
見
実
施
体
制
の
脆
弱
性
、
政

治
的
少
数
者
の
政
治
参
加
シ
ス
テ
ム
、
国
内
裁
判
所
の
姿
勢
（
法

学
・
法
曹
教
育
を
含
む
）、
教
育
、
労
働
、
生
殖
、
家
族
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
、
暴
力
な
ど
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
法
の
不
備
を
含
め

た
制
度
的
課
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内
に
温
存
さ
れ
女
性
差
別

の
根
源
と
な
っ
て
い
る
意
識
や
歴
史
、
社
会
慣
行
な
ど
も
含
め
て

検
討
を
行
い
、
日
本
に
お
け
る
女
性
差
別
の
根
源
的
課
題
を
明
ら

か
に
す
る
、
③
そ
の
う
え
で
改
善
に
向
け
た
政
策
的
提
言
を
行

う
、
と
い
う
研
究
を
開
始
し
ま
し
た
。

二
〇
一
七
年
度
は
、
各
自
が
分
担
に
従
っ
た
文
献
調
査
を
行

い
、共
同
研
究
会
で
進
捗
状
況
を
報
告
し
、討
論
し
ま
し
た
。
扱
っ

た
テ
ー
マ
は
、
不
完
全
な
国
内
本
部
機
構
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に

関
す
る
体
系
の
不
存
在
、
総
括
所
見
の
拘
束
性
、
国
連
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ

人
権
施
策
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
保
障
、
日
本
軍
「
慰
安

婦
」
問
題
、
性
犯
罪
と
Ｄ
Ｖ
に
か
か
る
法
制
度
、
裁
判
官
の
ジ
ェ

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
四

（
女
性
差
別
撤
廃
条
約
総
括
所
見
を
め
ぐ
る

総
合
的
研
究
）
リ
ー
ダ
ー

弁
護
士

　
　

吉
田　

容
子

　

女
性
差
別
撤
廃
条
約
総
括
所
見
を

　

女
性
差
別
撤
廃
条
約
総
括
所
見
を

　
　
　

め
ぐ
る
総
合
的
研
究
に
つ
い
て　

　
　
　

め
ぐ
る
総
合
的
研
究
に
つ
い
て　
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ン
ダ
ー
に
関
す
る
法
曹
教
育
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権

法
、
女
人
禁
制
の
理
由
と
意
味
、
近
代
天
皇
制
と
性
差
別
問
題
、

子
育
て
家
族
に
お
け
る
就
労
と
家
庭
生
活
の
両
立
、
生
殖
を
め
ぐ

る
女
性
の
権
利
（
胎
児
の
障
害
と
の
関
連
で
）、
学
校
制
服
の
意

味
な
ど
で
す
。

二
〇
一
八
年
度
は
、
さ
ら
に
文
献
調
査
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
に
よ
る
調
査
を
行
い
、
共
同
研
究
会
で
の
報

告
・
討
論
を
経
て
、
検
討
す
べ
き
課
題
を
抽
出
し
く
予
定
で
す
。

扱
う
テ
ー
マ
は
、
諸
外
国
の
総
括
所
見
の
実
施
体
制
と
実
施
状

況
、
国
内
で
の
人
権
条
約
総
括
所
見
の
位
置
づ
け
、
性
差
別
の
現

状
把
握
と
解
消
に
向
け
た
教
育
の
課
題
、
職
場
に
お
け
る
制
度
整

備
と
利
用
、
移
民
女
性
の
実
態
、
障
害
児
の
出
産
・
育
児
を
め
ぐ

る
環
境
変
化
、
日
本
軍
「
慰
安
婦
問
題
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
天
皇

制
と
皇
室
典
範
に
お
け
る
女
性
の
地
位
、
諸
外
国
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
基
づ
く
暴
力
の
実
情
（
法
制
度
、
意
識
を
含
む
）
な
ど
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

以
上
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
九
年
度
に
は
、
各
担
当

者
の
分
析
を
統
合
し
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
総
括
所
見
の
国
内
的

意
義
を
明
ら
か
に
し
、
国
内
実
施
に
お
け
る
阻
害
要
因
を
整
理

し
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
政
策
提
言
を
導
き
出
す
作
業
を
行
い
ま

す
。
研
究
成
果
の
還
元
は
、
報
告
書
の
発
行
、
市
民
向
け
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
開
催
、
市
民
向
け
啓
発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
な
ど
に

よ
っ
て
行
う
予
定
で
す
。

本
条
約
は
、
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
区
別
も
排
除
も
制
限

も
す
べ
て
差
別
に
あ
た
る
こ
と
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、

文
化
的
、
市
民
的
そ
の
他
い
か
な
る
分
野
に
お
け
る
差
別
も
含
む

こ
と
を
明
ら
か
に
し
（
一
条
）、
締
約
国
に
「
法
上
の
差
別
」
だ

け
で
な
く
慣
習
・
慣
行
等
を
含
め
た
「
事
実
上
の
差
別
」
の
修
正
・

廃
止
も
含
め
た
差
別
撤
廃
の
た
め
の
政
策
を
遅
滞
な
く
追
及
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
（
二
条
）。
そ
し
て
、
実
際
の
生

活
で
は
法
や
行
政
施
策
が
発
動
さ
れ
る
場
面
は
む
し
ろ
少
な
く
、

差
別
の
温
存
に
は
文
化
的
・
社
会
的
要
因
が
大
き
く
寄
与
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
改
善
す
る
施
策
形
成
の
必
要
性
が

相
当
に
大
き
い
も
の
と
言
え
る
と
と
も
に
、
法
制
度
・
行
政
施
策

は
意
識
的
に
か
つ
比
較
的
短
期
間
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
施
策
の
形
成
・
実
施
の
必
要
性
も
同
様

に
大
き
い
も
の
と
い
え
ま
す
。
従
っ
て
、
文
化
的
・
社
会
的
要
因

を
低
減
し
除
去
す
る
目
的
と
効
果
を
含
有
す
る
法
と
行
政
施
策

が
必
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

日
常
生
活
の
中
で
本
条
約
の
存
在
を
実
感
す
る
こ
と
は
少
な

く
、
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
審
査
と
総
括
所
見
を
ご
存
じ

な
い
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
条
約
の
確
実
な

実
施
は
平
等
な
社
会
へ
の
重
要
な
筋
道
で
す
。
当
チ
ー
ム
は
そ
の

よ
う
な
思
い
で
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
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二
〇
一
八
年
四
月
よ
り
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は

「
移
住
者
と
人
権
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
新
し
い
研
究
チ
ー
ム
が
発

足
す
る
。
こ
の
研
究
チ
ー
ム
は
、
国
際
人
権
、
在
住
外
国
人
の

人
権
、
子
ど
も
の
権
利
等
の
教
育
・
社
会
問
題
を
主
な
研
究
対

象
と
す
る
研
究
員
で
構
成
さ
れ
る
。
専
門
も
分
野
も
異
な
る
多

様
な
研
究
員
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
人
の
移
動
に
伴
う
い
く

つ
か
の
人
権
問
題
を
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
点
で
現
状
分
析
す
る
と

と
も
に
、
い
く
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
可
能
な
提
言
を
行
う
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

国
連
の
人
権
条
約
を
含
め
、
国
際
人
権
文
書
は
、
基
本
的
に

個
人
の
人
権
に
対
応
す
る
国
家
の
義
務
を
規
定
す
る
。
そ
の
義

務
は
今
日
で
は
、
人
権
を
侵
害
し
な
い
消
極
的
義
務
だ
け
で
な

く
、
人
権
を
第
三
者
の
侵
害
か
ら
保
護
し
た
り
、
人
権
を
実
現

す
る
基
盤
を
整
備
し
給
付
を
行
っ
た
り
す
る
積
極
的
義
務
を
含

む
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
国
際
人
権
文
書
が
直
接
州
や

地
方
自
治
体
を
拘
束
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
。

し
か
し
、
国
際
人
権
は
、
国
家
機
関
の
立
法
措
置
や
行
政
措
置
、

人
権
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
の
司
法
的
救
済
措
置
だ
け
を
通
じ
て

実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
で
も
、
実
際
に
は
、
国
の

権
限
と
義
務
は
、
多
く
の
場
合
、
地
方
自
治
法
に
定
め
る
「
自

治
事
務
」
や
「
法
定
受
託
事
務
」
を
通
じ
て
、
生
活
を
し
て
い

る
住
民
の
暮
ら
し
の
現
場
に
と
ど
け
ら
れ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
カ

ル
な
視
点
が
必
要
な
ゆ
え
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
移
住
に
係
る
国

際
人
権
も
、
憲
法
の
人
権
規
定
と
か
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
、
国
籍
法
、
国
民
年
金
法
，
生
活
保
護
法
、
民
法
（
不

法
行
為
な
ど
）、
国
家
賠
償
法
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
労
働
法

な
ど
な
ど
と
い
っ
た
諸
々
の
国
内
法
を
大
前
提
と
し
つ
つ
も
、

そ
の
実
務
の
少
な
く
な
い
部
分
が
、
地
方
自
治
体
と
い
う
現
場

を
通
じ
て
日
々
の
生
活
の
中
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
ズ
と
呼

ば
れ
る
人
々
も
含
め
て
関
西
（
京
都
府
市
を
中
心
に
兵
庫
、
大

阪
、滋
賀
な
ど
）
に
お
け
る
在
住
外
国
人
の
在
住
、就
業
、留
学
、

子
ど
も
の
教
育
、
進
路
、
生
活
な
ど
の
統
計
や
実
態
調
査
の
結

果
、
な
ら
び
に
、
各
関
係
自
治
体
の
施
策
等
も
比
較
・
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
人
権
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
国
や
地

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
五

「
移
住
者
と
人
権
」
リ
ー
ダ
ー

立
命
館
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
特
任
教
授

　
　

薬
師
寺
公
夫

　
「
移
住
者
と
人
権
」
研
究
チ
ー
ム
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
足
に
よ
せ
て　
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方
自
治
体
が
抱
え
て
い
る
喫
緊
の
課
題
や
解
決
の
方
向
性
に
つ

い
て
検
討
し
，
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
提
言
も
行
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
は
人
種
差
別
撤
廃
条
約

の
留
保
付
き
で
は
あ
る
が
当
事
国
で
あ
り
、
京
都
朝
鮮
第
一
初

級
学
校
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
事
件
を
一
つ
の
契
機
に
、
二
〇
一
六

年
六
月
三
日
に
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法
が
制
定
さ
れ
た
。

同
法
第
三
条
は
、
国
民
に
対
し
て
「
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る

不
当
な
差
別
的
言
動
の
な
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
が
、
罰
則
を
定
め
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
理
念
を
示
し
た
法
律
と
言
わ
れ
て
い
る
。

地
方
自
治
体
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
解
消
の
た
め
の
教
育
の
充

実
や
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
大
阪
市
は
条
例
を
制
定
し
、
川
﨑
市
や
京
都

府
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て
い
る
。
地
方
自
治
体
が
国
内

法
を
媒
介
と
し
て
国
際
人
権
と
関
わ
り
を
も
つ
一
例
で
あ
ろ

う
。国

際
的
な
視
野
と
い
う
点
で
は
、
人
の
移
動
に
関
連
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
生
起
し
て
き
て
い
る
。
今
年
度
秋
の

人
権
大
学
講
座
に
「
移
住
者
と
人
権
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

で
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
世
界
の
深
刻
な
「
難
民
」
問
題

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
難
民
危
機
や
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
問
題
）
も
、
そ
の
一

つ
で
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。
難
民
受

入
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
と
新
し
い
価
値
と
を
生
み
出
し
て

い
る
の
か
、
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
に
な
っ

て
い
る
。
難
民
問
題
と
は
別
個
独
立
の
問
題
で
あ
る
が
、

二
〇
一
七
年
七
月
に
国
連
の
「
強
制
又
は
非
自
発
的
失
踪
に
関

す
る
作
業
部
会
」（
Ｗ
Ｇ
Ｅ
Ｉ
Ｄ
）
が
移
住
の
文
脈
で
生
ず
る
強

制
失
踪
に
関
す
る
報
告
書
（
文
書
番
号A

/H
RC/36/39/

A
dd.2

）
を
ま
と
め
た
。
昨
年
二
月
に
韓
国
ソ
ウ
ル
で
開
か
れ

た
専
門
家
会
合
に
強
制
失
踪
委
員
会
を
代
表
し
て
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
経
緯
も
あ
り
、
人
の
越
境
移
動
に
伴
っ
て
生
じ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
基
づ
く
失
踪
（
そ
の
中
に
は
政
治
的

な
理
由
に
よ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
人
身
取
引
等
に
よ
る
も
の
も

あ
る
）
が
東
ア
ジ
ア
を
含
め
重
大
な
問
題
と
し
て
登
場
し
て
い

る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
，
対
応
策
を
提
案
し
た
同
報
告
書
は

是
非
研
究
チ
ー
ム
で
も
報
告
し
て
検
討
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
伴
う

人
の
移
動
は
さ
ま
ざ
ま
の
労
働
、
生
活
の
諸
問
題
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
法
整
備
支
援
事
業
に
関
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
研
究
者
の
ア
イ
デ
ア
も
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
う

し
た
諸
問
題
の
ど
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
研
究
を
進
め
て
い

く
か
、
新
チ
ー
ム
に
お
い
て
十
分
議
論
を
し
な
が
ら
年
計
画
を

た
て
て
、
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
の
一
翼
を

担
っ
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
ご
示
唆
、
ま

た
ご

撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
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一　

企
業
と
人
権
に
お
け
る
課
題
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
企
業
と
労
働
」
と
い
う
問
題
領
域
よ
り
も
か
な
り
広
く
、
企
業

内
で
業
務
に
従
事
す
る
人
（
労
働
者
）
に
加
え
て
、
企
業
の
周

辺
に
住
む
人
々
、
企
業
が
製
造
す
る
製
品
を
購
入
す
る
消
費
者

な
ど
に
も
関
係
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
人
々

が
、
企
業
の
活
動
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
る
か
を

も
対
象
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
、
企
業
と

人
権
に
関
し
て
は
主
と
し
て
労
働
法
・
社
会
保
障
法
の
観
点
か

ら
考
察
し
取
り
扱
か
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
少
し
狭
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
て
い
る
の
が
企
業
の
社
会
的
責
任
（CSR

、Coporate 

Social Responsibility

）
で
あ
る
。CSR

と
い
う
と
、「
法
令

遵
守
」（com
pliance

、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
に
目
が
向
く
が
、

近
年
、
こ
のCSR

は
、「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」（SD

Gs, 
Sustainable D

evelopm
ent Goals

）
と
い
う
形
で
展
開
さ

れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
人
権
問

題
に
対
す
る
「
企
業
」
自
身
の
積
極
的
な
取
り
組
み
の
促
進
も

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
二
〇
一
五
年
九
月
の
、
国
連
に
お
け
る
持

続 

可
能
な
開
発
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
新
た
な
国
際
目
標
と
し

て
採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」
が
、
国
家
だ
け
で

は
な
く
、
企
業
の
主
体
的
・
積
極
的
な
取
り
組
み
を
求
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人

権
規
約
（
社
会
権
規
約
、自
由
権
規
約
）
に
お
け
る
人
権
の
尊
重
、

人
間
の
尊
厳
の
思
想
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
現
在
、

企
業
の
投
資
活
動
に
も
一
定
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
き
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、ESG

（Environm
ent 

Social Governance

）
投
資
で
あ
る
。
わ
が
国
の
年
金
積
立
金 

管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（GPIF

）
も
、二
〇
一
五
年
九
月
に
、

国
連
責
任
投
資
原
則
に
署
名
し
、
そ
の
資 

金
運
用
にESG

の

視
点
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
わ
が
国
で
は
、SD

Gs

を
達
成

研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
六

（
企
業
の
社
会
的
責
任
と
人
権
に
関
す
る
研
究
）

リ
ー
ダ
ー

京
都
大
学
名
誉
教
授

　
　

西
村
健
一
郎

　

企
業
の
社
会
的
責
任
と
人
権　

任
とと
人人人
権権権権

任
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す
る
た
め
の
具
体
的
な
施
策
の
一
つ
の
う
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
々

の
活
躍
の
推
進
の
た
め
の
施
策
と
し
て
、
多
様
な
働
き
方
の
た

め
の
選
択
肢
の
拡
大
（
在
宅
勤
務
・
テ
レ
ワ
ー
ク
、
兼
業
・
副

業
な
ど
）、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
子
育
て
支
援
、
障
害
者
雇
用

の
推
進
、
労
働
災
害
防
止
対
策
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

二　

当
チ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
企
業
と
人
権
の
観
点
か
ら
、

SD
Gs

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
を
達
成
す
る
た
め
に
、
あ
ら

ゆ
る
人
々
の
活
躍
の
推
進
を
図
る
た
め
の
法
政
策
・
法
解
釈
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
い
、
研
究
を
積
み
か
さ
ね
て
い

く
つ
も
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
安
全
な
職
場
づ
く
り
に

関
す
る
研
究
、
②
ダ
イ
バ
シ
テ
イ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
多
様
な

働
き
方
の
選
択
肢
の
拡
大
、
女
性
活
躍
推
進
に
関
す
る
研
究
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
で
は
、
現
在
、
企
業
で
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
と
労
災
補
償
の
研
究
が
、
法
令
お
よ
び
判
例
の
検

討
を
含
め
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
う
つ
病
を
理
由
に
休
職

し
た
労
働
者
は
、
休
職
期
間
が
満
了
す
る
と
復
職
（
現
職
復
帰
）

あ
る
い
は
退
職
・
解
雇
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
復
職
の
可
否

を
め
ぐ
っ
て
企
業
と
法
的
紛
争
に
な
る
ケ
ー
ス
も
数
多
く
存
在

す
る
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
緻
密
な
判
例
研
究
が

必
要
に
な
ろ
う
。
こ
れ
と
併
せ
て
、
企
業
で
な
お
多
く
の
紛
争

事
例
が
見
ら
れ
る
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
と
い
っ
た
問
題
に
つ

い
て
も
、判
例
研
究
、事
例
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

長
時
間
労
働
の
是
正
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
を
図

る
た
め
に
、
何
が
具
体
的
に
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
②
の
具
体
的
取
り
組
み
で
は
、
人
権
の
観
点
か
ら
、

ダ
イ
バ
シ
テ
イ
（
多
様
性
）
を
尊
重
し
た
働
き
方
の
実
現
を
目

指
す
法
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
女
性
活
躍
推

進
に
関
し
て
は
、
企
業
が
女
性
活
躍
の
た
め
に
い
か
な
る
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
そ
の
取
り
組
み
の
実
効
性

を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
法
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
近
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
働
き
方
の
普

及
に
伴
い
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
際
に
そ
こ
で
問
題
に
な
り
う
る
法
的
課
題
に
つ
い
て
、
考
察

す
る
必
要
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
子
育
て
・
介
護
に
従
事
す
る

者
の
雇
用
政
策
を
考
え
る
こ
と
が
、
年
間
10
万
人
と
言
わ
れ
る

介
護
離
職
の
現
実
を
踏
ま
え
て
、
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
け
加
え

て
述
べ
れ
ば
、
既
存
の
制
度
で
あ
る
社
会
保
険
に
つ
い
て
も
、

そ
の
人
権
保
障
に
果
た
す
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
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二
〇
一
八
年
一
月
一
二
日
、
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
に
て
、

標
記
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
九
月
に
国
連

総
会
で
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ａ
ｂ
ｌ

ｅ 

Ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌ
ｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ 

Ｇ
ｏ
ａ
ｌ
ｓ
：
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」

が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
に
経
団
連

も
「
企
業
行
動
憲
章
」
を
改
定
し
た
と
こ
ろ
、
本
講
演
会
の
前

半
で
は
、
そ
の
改
定
に
当
た
り
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
座
長
を
務

め
ら
れ
た
関
正
雄
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
お
よ

び
新
た
な
企
業
行
動
憲
章
に
つ
い
て
基
調
講
演
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
後
半
に
は
、
関
さ
ん
と
当
セ
ン
タ
ー
の
坂
本
茂
樹
所
長

と
の
対
談
を
行
っ
た
後
、
来
場
さ
れ
た
皆
様
か
ら
も
ご
質
問
を

い
た
だ
き
、
さ
ら
に
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

◆
基
調
講
演
の
要
旨

ま
ず
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
と
い
う
も
の
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
欧
州
委

員
会
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
対

す
る
企
業
の
責
任
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
社

会
的
、
環
境
的
、
倫
理
的
な
観
点
や
人
権
、
消
費
者
の
関
心
事

項
を
、
自
ら
の
業
務
運
営
や
中
核
的
戦
略
の
中
に
統
合
す
る
こ

と
、
企
業
が
社
会
に
も
た
ら
し
う
る
負
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
、

予
防
・
緩
和
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、開
発
問
題
や
貧
困
問
題
、環
境
問
題
等
に
関
し
、

二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
三
〇
年
ま
で
の
間
に
国
際
社
会
が
達
成

す
べ
き
一
七
の
目
標
と
一
六
九
の
具
体
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
指

標
を
設
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
根
本
理
念
と
し
て
、〝
Ｌ
ｅ
ａ

ｖ
ｅ 

Ｎ
ｏ 

Ｏ
ｎ
ｅ 

Ｂ
ｅ
ｈ
ｉ
ｎ
ｄ（
誰
も
置
き
去
り
に
し
な

い
）〞、〝
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
（
大
変
革
）〞
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
を
達
成
し
て
い
く
上
で
の
企
業
の
役
割
と
し
て
は
、
ま
ず
、

課
題
解
決
の
た
め
の
創
造
性
や
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら

す
力
と
い
っ
た
リ
ソ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
企
業
の
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
全
体
の
中
で

貧
困
層
を
取
り
込
ん
で
い
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
雇
用
の
創
出
、

そ
の
よ
う
な
人
々
の
生
活
向
上
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
生
み

出
す
と
い
っ
た
効
果
が
生
じ
、
そ
れ
は
同
時
に
企
業
価
値
を
生

み
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
社
会
が
求
め
て

い
る
も
の
を
企
業
が
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
価
値
も

上
げ
て
い
く
と
い
う
「
共
有
価
値
の
創
造
」
で
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

講
演
会

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
時
代
の
企
業
の
社
会
的
責
任
を
考
え
る
」
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ｓ
の
達
成
と
軌
を
一
に
す
る
企
業
戦
略
で
す
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
意
義
は
、
人
間
中
心
で
包
摂
的
か
つ
持
続
可
能

な
社
会
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人

権
こ
そ
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
、

日
本
を
含
む
各
国
の
政
府
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
自
主

行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
柱
と
な
る
の
が
「
人

権
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
で
す
。
こ
れ
は
、
人
権
を
尊
重

す
る
た
め
に
、
組
織
が
自
ら
の
活
動
及
び
関
係
先
の
活
動
か
ら

生
じ
る
人
権
へ
の
影
響
を
特
定
し
、
防
止
し
、
対
処
す
る
一
連

の
プ
ロ
セ
ス
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
）
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

人
権
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
単
な
る
精
神
論
で
は
な
く
、
具
体

的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
落
と
し
込
む
、
こ
れ
が
企
業
と
し
て
取

る
べ
き
手
段
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
人
権
擁
護
の

考
え
方
は
、
改
定
後
の
企
業
行
動
憲
章
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、欧
州
で
普
及
し
て
い
る
手
法
と
し
て
、「
マ
ル
チ
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

利
害
関
係
を
有
す
る
多
種
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
集

ま
っ
て
合
議
を
し
、
様
々
な
意
見
を
考
慮
し
な
が
ら
政
策
を
作

り
上
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
多
大
な
時
間
と

労
力
を
要
し
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
合
意
が
で
き
れ
ば
そ
れ
は
非

常
に
安
定
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

◆
対
談
お
よ
び
会
場
質
問

坂
本
所
長
か
ら
、
関
さ
ん
が
講
演
の
中
で
言
及
さ
れ
た
、
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
革
新
的
な
目
標
設
定
の

在
り
方
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
関
さ
ん
か
ら
は
、

達
成
に
数
十
年
を
要
す
る
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
に
当
た
っ

て
は
、
過
去
に
や
っ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
そ
れ
を
改
善
し
て

い
く
と
い
う
発
想
で
は
な
く
、
数
十
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
物
事

を
考
え
て
、「
そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
に
、
今
何
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
」
と
い
う
バ
ッ
ク
・
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
が

に
な
る
、
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

会
場
か
ら
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
た
め
に
行
政
が
担
っ
て
い
け
る

役
割
は
何
か
、
と
い
う
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
関
さ
ん
の
回

答
で
は
、
市
場
の
ル
ー
ル
や
人
々
の
価
値
観
・
行
動
を
も
大
き

く
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、
政
府
が
一
貫
性
を
持
っ
た
政
策
と

長
期
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
だ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
国

民
や
企
業
を
取
り
巻
く
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
啓
発
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
活
動
を
共
に
起
こ

し
た
り
し
て
い
く
と
い
う
点
で
も
行
政
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
て
い
く
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

（
文
責
：
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
六
研
究
員　

青
木 

克
也
）
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こ
の
稿
で
は
、「（
公
財
）
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
改
革

ビ
ジ
ョ
ン
」（
以
下
、「
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
ビ
ジ
ョ

ン
策
定
の
経
緯
と
研
究
部
門
の
改
編
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

ビ
ジ
ョ
ン
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
本
号
別
稿
で
理
事
長
が
ご
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.khrri.

or.ip/

）
に
も
ビ
ジ
ョ
ン
の
全
文
を
掲
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

1　

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の
経
緯

ま
ず
、ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の
経
緯
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

二
〇
一
三
年
五
月
に
セ
ン
タ
ー
の
第
1
期
中
期
計
画
（
ビ
ジ
ョ

ン
は
第
2
期
中
期
計
画
）
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
現

代
的
な
人
権
課
題
の
研
究
テ
ー
マ
化
が
大
き
な
課
題
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
に
大
谷
實
理
事
長
が
就
任

さ
れ
る
と
こ
の
懸
案
に
着
手
さ
れ
、「
企
業
と
人
権
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
研
究
第
六
部
の
立
ち
上
げ
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
六
部
が
ス
タ
ー
ト
を
切
ろ
う
と
し
て
い
た
矢
先

の
二
〇
一
六
年
二
月
、
京
都
府
・
京
都
市
の
補
助
金
の
削
減
と
日

銀
に
よ
る
金
融
緩
和
が
打
ち
出
さ
れ
、財
務
上
、今
後
の
セ
ン
タ
ー

の
継
続
が
不
安
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
持
続
可
能
な
財
務
運
営
の

確
立
を
図
り
な
が
ら
研
究
の
活
性
化
を
ど
う
図
る
か
が
喫
緊
の
課

題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
外
部
委
員
に
よ
る
「
セ
ン
タ
ー
の

あ
り
方
検
討
委
員
会
」
で
議
論
し
て
い
た
だ
き
、
ビ
ジ
ョ
ン
と
し

て
今
後
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
た
次
第
で
す
。

2　

研
究
部
門
の
改
編

（
1
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
研
究
チ
ー
ム　
　

ビ
ジ
ョ
ン
の
最
も
大

き
な
特
徴
は
、
研
究
部
門
に
お
け
る
「
常
設
型
研
究
チ
ー
ム
」
か

ら
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
研
究
チ
ー
ム
」
へ
の
研
究
体
制
の
改
編
で

す
。現

代
的
人
権
課
題
が
日
々
生
起
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
財
務
状

況
が
厳
し
い
中
で
も
、
時
宜
に
適
っ
た
人
権
課
題
を
取
り
上
げ
る

た
め
に
は
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
」
の
チ
ー
ム
編
成
が
効
果
的
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、
科
研
費
の
制
度

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
3
年
間
で
研
究
の
成
果
を
ま
と

め
上
げ
、
順
次
チ
ー
ム
を
改
編
す
る
こ
と
と
し
、
変
化
す
る
テ
ー

マ
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
外
部
の
研
究
者
の
協
力
も
得
な
が
ら

「
チ
ー
ム
編
成
会
議
」
で
議
論
し
決
定
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し

た
。
財
務
上
の
事
情
か
ら
、
チ
ー
ム
数
を
一
定
数
に
抑
制
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
チ
ー
ム
の
改
編
に
よ
っ
て
幅
広
い
テ
ー
マ
に

研
究
セ
ン
タ
ー
常
務
理
事

　
　

西
川　

隆
善

　

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の
経
緯
と

　
　
　
　
　
　

研
究
部
門
の
改
編　
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挑
戦
で
き
る
体
制
が
整
い
ま
し
た
。
新
チ
ー
ム
の
研
究
テ
ー
マ
に

つ
い
て
は
本
号
で
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
先
生
方
に
執
筆
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
2
）
登
録
研
究
員
制
度　
　

研
究
部
門
に
お
け
る
も
う
一
つ
の

特
徴
は
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
研
究
チ
ー
ム
と
は
別
に
、新
た
に
「
登

録
研
究
員
制
度
」
を
設
け
た
こ
と
で
す
。

セ
ン
タ
ー
で
は
23
年
間
に
わ
た
り
5
つ
の
研
究
部
に
、
常
時

１
０
０
名
近
い
研
究
員
が
所
属
し
、
人
権
問
題
の
共
同
研
究
を
重

ね
て
き
た
歴
史
と
実
績
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
育
ま
れ
た
研

究
員
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
研
究
の
継
続
性
を
ど
う
確
保
す
る
か

が
難
問
で
し
た
。厳
し
い
財
務
状
況
の
た
め
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
以
外
に
予
算
を
つ
け
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旧
研
究
部
に
所

属
さ
れ
て
い
た
研
究
員
全
員
を
対
象
に
、
失
礼
な
話
な
が
ら
、
研

究
会
の
た
め
に
何
も
お
支
払
い
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
セ
ン

タ
ー
の
場
所
は
提
供
で
き
る
と
い
う
前
提
で
登
録
の
意
向
を
確
認

し
た
結
果
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
引
き
続
き
セ
ン
タ
ー
で
研
究
や
交

流
を
続
け
た
い
と
の
意
向
を
示
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
登
録
研
究

員
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
感
謝
に
堪
え

ま
せ
ん
。
こ
の
制
度
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
研
究
を
終
え

た
研
究
員
の
皆
さ
ん
が
引
き
続
き
セ
ン
タ
ー
に
留
ま
っ
て
研
究
し

て
い
た
だ
く
時
の
受
け
皿
と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
又
は
登
録
研
究
員
に
留
ま
っ
て
い
た
だ
い
た

旧
研
究
部
の
研
究
員
の
人
数
は
9
割
近
く
に
上
り
ま
す
。

3　

研
究
成
果
の
分
か
り
や
す
い
発
信

も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
が
ビ
ジ
ョ
ン
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
は
啓
発
機
関
で
は
な
く
研
究
機
関
で
あ
る
た
め
、
研

究
成
果
に
つ
い
て
と
も
す
れ
ば
専
門
的
な
記
述
の
ま
ま
外
部
に
発

信
さ
れ
が
ち
で
し
た
が
、
京
都
府
・
京
都
市
か
ら
基
本
財
産
の
出

損
に
加
え
運
営
補
助
金
を
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
研
究

成
果
を
府
民
・
市
民
に
分
か
り
や
す
く
発
信
す
る
こ
と
は
セ
ン

タ
ー
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
あ
り
方
検
討
委
員

会
」
で
確
認
さ
れ
、
ビ
ジ
ョ
ン
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
分
か
り
や

す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
刊
行
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
る
発
信
な
ど

を
考
え
て
い
ま
す
。

4　

二
〇
一
八
年
度
か
ら
の
新
規
事
業

最
後
に
、
Ｒ
ｅ
ス
タ
ー
ト
を
期
し
て
始
ま
る
新
規
事
業
を
紹
介

し
ま
す
。

①  

人
権
ゆ
か
り
ゼ
ミ
ナ
ー
ル　
　

講
師
の
先
生
方
と
膝
を
交
え
て

ゆ
っ
く
り
と
話
が
で
き
る
少
人
数
登
録
制
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
。
芸

能
史
が
ご
専
門
の
山
路
興
造
先
生
と
朝
鮮
通
信
使
を
研
究
し
て

お
ら
れ
る
仲
尾
宏
先
生
が
担
当
さ
れ
ま
す
。

②  

一
般
図
書
会
員
制
度　
　

図
書
会
員
の
登
録
を
し
て
い
た
だ
い

た
ら
図
書
の
貸
出
し
が
で
き
ま
す
。（
年
会
費
、
千
円
）

③  

研
究
論
文
等
の
デ
ジ
タ
ル
化　
　

セ
ン
タ
ー
の
特
徴
で
あ
り
強

み
で
も
あ
る
論
文
等
の
研
究
成
果
を
段
階
的
に
デ
ジ
タ
ル
化
し

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

④  
ア
ー
ト
と
人
権　
　

季
刊
誌
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
の
表
紙
上
で
、「
表
現

す
る
こ
と
で
私
に
な
れ
る
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
ま
ず
は
「
天
才

ア
ー
ト
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」さ
ん
の
作
品
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
一
同
、
気
持
ち
を
新
た
に
頑
張
り
ま
す
の
で
、
ご
支

援
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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2018年度　人権大学講座
人権大学講座は、国連の「世界人権宣言」50周年を機に、1998年に開設したもので今年度で 21年目

を迎えます。時の話題や社会の関心事などにも視点を向け、多彩なテーマで人権問題を考えていただけ
るよう講座を編成しています。

＊今年度も「人権大学講座」に「講座・人権ゆかりの地をたずねて」（※）を統合して実施します。
■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

1 6月 15日
（金）

開講式 13:20～ 13:30 センター所長　坂元　茂樹

シンポジウム 13:30～ 16:00 世界人権宣言70周年記念シンポジウム
～いま世界人権宣言を読み解く～

横田　洋三
ー坂元　茂樹

前田　直子
薬師寺公夫

2 7月 3日
（火）

講義 14:00～ 15:40 子どもの人権
～子どもの貧困から考える～

山野　則子 ＰＴ３

3 7月 17日
（火）

講義 14:00～ 15:40 社会保険と人権
～社会保険の視点から企業の社会的責任と人権を考える～

藤木美能里 ＰＴ６

4 7月 23日
（月）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40 朝鮮通信使のユネスコ遺産登録の意義 仲尾　　宏 登録４

5 8月 9日
（木）

ワーク
ショップ 14:00～ 15:40 学んで活かそう！あなたの身近な国連女性差別撤廃条約

～ワークショップ～

軽部　恵子
ＰＴ４谷口　洋幸

山下　明子

6 8月 29日
（水）

ワーク
ショップ 14:00～ 15:40 ひょうたん島問題

～多文化共生のためのワークショップ～
藤原　孝章 登録５

7 10月 9日
（火）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40 明治維新期の京都と地域のリーダー 井岡　康時 ＰＴ２

8 10月 12日
（金）

フィールド
ワーク 13:30～ 16:00 部落問題を基礎からゆっくり学びませんか？

崇仁～ひと・まち・れきし～

菱田不二三
ー藤尾まさよ

山内　政夫
山本　崇記

9 10月 26日
（金）

講義 14:00～ 15:40 激動する世界の中の難民問題と法
～事例から考える～

小畑　　郁
ＰＴ５

川村　真理

10 11月 13日
（火）

講義 14:00～ 15:40 インターネットと人権
～その関係の両義性～

毛利　　透 ＰＴ１

11 11月 30日
（金）

講義
（旧ゆかり） 14:00～ 15:40 前近代　被差別民の諸相

～なぜ差別が生じたのか～
山路　興造 ー

12 12月 14日
（金）

講義 14:00～ 15:40 多様な性のあり方と人権 谷口　洋幸 ＰＴ４

13 1月 21日
（月）

講義 14:00～ 15:40 精神障害者の法と人権 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

※会場：１　同志社大学寒梅館（上．烏丸今出川上る）　　　
　　　　８　下京いきいき市民活動センター（下、上之町 38）
　　　　その他　ハートピア京都（中．烏丸丸太町下ル）　　

「旧ゆかり」は、「講座・人権ゆかりの地をたずねて」のことを示しています。
　※「講座・人権ゆかりの地をたずねて」：京都の各地を人権の視点から紹介し、その歴史をたどりながら学ぶ講座
備考欄「ＰＴ」はプロジェクトチーム、「登録」は登録チームを示しています。
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京都御所

地下鉄東西線

丸太町通

府庁

市役所

七条通

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

ハートピア京都

講義会場
（シンポジウム　フィールドワークを除く）

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

会場案内

 受 講 料  1回　1,000円　　全講座一括の場合　10,000円
 （初日のシンポジウムは受講料無料）
 ※全講座を一括で申込みいただくと受講料が割引きとなります。
 ※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

・三菱UFJ銀行 京 都 支 店 普通　1222396

・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

申込方法

※受付：初日 午後1時00分～
以降 午後1時30分～

シンポジウム会場
同志社大学寒梅館
〒 602-0023　京都市上京区烏丸通上立売下ル
御所八幡町 103
TEL 075-251-3120
• 京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅下車
• 京都市バス「烏丸今出川」バス停下車

フィールドワーク会場
京都市下京いきいき市民活動センター
〒 600-8266　京都市下京区上之町 38
TEL 075-371-8220
• 京都市バス「塩小路高倉」バス停下車
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埋
橋　

孝
文
（
同
志
社
大
学
社
会
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

惣
脇　
　

宏
（
京
都
産
業
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

宏
樹
（
同
志
社
大
学
大
学
院
総
合
政
策
科
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

村
井　

琢
哉
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
山
科
醍
醐
こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
理
事
長
）

　
　
　
　
　
　
　

村
上　

正
直
（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
四
（
女
性
差
別
撤
廃
条
約
総
括
所
見
を
め
ぐ
る
総
合
的
研
究
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

吉
田　

容
子
（
弁
護
士
）

　

専
任
研
究
員
（
非
常
勤
）
岡
田　

仁
子

　

嘱
託
研
究
員　

出　

節
子
（
京
都
華
頂
大
学
現
代
家
政
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

軽
部　

恵
子
（
桃
山
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

谷
口　

洋
幸
（
金
沢
大
学
国
際
基
幹
教
育
院
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

林　
　

陽
子
（
弁
護
士
）

　
　
　
　
　
　
　

馬
場　

ま
み
（
京
都
華
頂
大
学
現
代
家
政
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

伏
見　

裕
子
（
大
阪
府
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

堀
江　

有
里
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
な
か
伝
道
所
主
任
牧
師
）

　
　
　
　
　
　
　

マ
ー
サ
・
メ
ン
セ
ン
デ
ィ
ー
ク
（
同
志
社
大
学
社
会
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

三
成　

美
保
（
奈
良
女
子
大
学
研
究
院
生
活
環
境
科
学
系
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

源　
　

順
子
（
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

山
下　

明
子
（
奈
良
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

山
下　

泰
子
（
文
京
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

米
田　

眞
澄
（
神
戸
女
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
五
（
移
住
者
と
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

薬
師
寺
公
夫
（
立
命
館
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
特
任
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

内
田　

晴
子

　

嘱
託
研
究
員　

小
畑　
　

郁
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

飛
田　

雄
一
（（
公
財
）
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー
館
長
）

◆
研
究
部
門
の
紹
介
（
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
現
在
・
五
十
音
順
）

　

所　
　
　

長　

坂
元　

茂
樹
（
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
）

　
特
別
客
員
研
究
員　

大
谷　
　

實
（
理
事
長
・
前
学
校
法
人
同
志
社
総
長
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
一
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

毛
利　
　

透
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

杉
木　

志
帆

　

嘱
託
研
究
員　

角
松　

生
史
（
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

曽
我
部
真
裕
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

中
井
伊
都
子
（
甲
南
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

成
原　
　

慧
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

松
本　

和
彦
（
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
二
（
共
に
生
き
る
地
域
研
究
の
可
能
性
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

井
岡　

康
時
（
同
志
社
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　

専
任
研
究
員
（
非
常
勤
）
中
川　

理
季

　

嘱
託
研
究
員　

秋
元　

せ
き
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
歴
史
調
査
員
）

　
　
　
　
　
　
　

小
林
ひ
ろ
み
（
瀬
田
工
業
高
等
学
校
定
時
制
臨
時
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

山
内　

政
夫
（
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
事
務
局
長
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
三
（
子
ど
も
の
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

山
野　

則
子
（
大
阪
府
立
大
学
大
学
院
人
間
社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
研
究
科
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

呉　
　

永
鎬

　

嘱
託
研
究
員　
有
江
デ
ィ
ア
ナ
（
大
阪
産
業
大
学
他
非
常
勤
講
師
）
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古
屋　
　

哲
（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

前
田　

直
子
（
京
都
女
子
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

水
島　

朋
則
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
六
（
企
業
の
社
会
的
責
任
と
人
権
に
関
す
る
研
究
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

西
村
健
一
郎
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　

専
任
研
究
員
（
非
常
勤
）
河
野　

尚
子

　

嘱
託
研
究
員　

青
木　

克
也
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
課
程
）

　
　
　
　
　
　
　

稲
谷　

信
行
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
一
般
特
定
助
教
）

　
　
　
　
　
　
　

上
田　

達
子
（
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

植
村　
　

新
（
京
都
女
子
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

桑
原　

昌
宏
（
元
新
潟
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

藤
木
美
能
里
（
特
定
社
会
保
険
労
務
士
）

　
﹇
登
録
研
究
員
﹈

　
（
登
録
チ
ー
ム
一
）
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
的
人
権
保
障
の
動
態
的
研
究

　
　
　
　

代
表
者　
　

坂
元　

茂
樹
（
所
長
・
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

阿
部　

浩
己
（
神
奈
川
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
有
江
デ
ィ
ア
ナ
（
大
阪
産
業
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

岩
澤　

雄
司
（
東
京
大
学
法
学
部
教
授
・
自
由
権
規
約
委
員
会
委
員
長
）

　
　
　
　
　
　

※
小
畑　
　

郁
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

北
村　

泰
三
（
中
央
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
杉
木　

志
帆
（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
他
）

　
　
　
　
　
　
　

德
川　

信
治
（
立
命
館
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
中
井
伊
都
子
（
甲
南
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

西
井　

正
弘
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

初
川　
　

満
（
愛
知
学
院
大
学
法
務
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
前
田　

直
子
（
京
都
女
子
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
水
島　

朋
則
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

三
輪　

敦
子
（
関
西
学
院
大
学
等
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
村
上　

正
直
（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
薬
師
寺
公
夫
（
立
命
館
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
特
任
教
授
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
二
）
近
代
都
市
に
お
け
る
地
域
共
同
体
の
変
容
に
関
す
る
歴
史
的
研
究

　
　
　
　

代
表
者　

※
井
岡　

康
時
（
同
志
社
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
秋
元　

せ
き
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
歴
史
調
査
員
）

　
　
　
　
　
　
　

今
村　

壽
子

　
　
　
　
　
　
　

梅
田　

千
尋
（
京
都
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

奥
本　

武
裕
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林
ひ
ろ
み
（
瀬
田
工
業
高
等
学
校
定
時
制
臨
時
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

河
内　

将
芳
（
奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

重
光　
　

豊
（
京
都
市
教
育
委
員
会
総
合
育
成
支
援
課
参
与
）

　
　
　
　
　
　

※
関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

西
山　
　

剛
（
京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
）

　
　
　
　
　
　

※
廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
山
内　

政
夫
（
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
事
務
局
長
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
三
）  

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
包
摂
／
排
除
を
め
ぐ
る
生
政
治：部
落
改
善・

融
和
政
策
の
歴
史
社
会
学
的
研
究

　
　

代
表
者　
　

野
口　

道
彦
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　

※
井
岡　

康
時
（
同
志
社
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

石
元　

清
英
（
関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

奥
本　

武
裕
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

白
石　

正
明
（
佐
賀
部
落
解
放
研
究
所
研
究
員
）
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野
崎　

志
帆
（
甲
南
女
子
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

藤
原　

孝
章
（
同
志
社
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
古
久
保
さ
く
ら
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
創
造
都
市
研
究
科
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

松
波
め
ぐ
み
（
関
西
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

山
ノ
内
裕
子
（
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）

　
（
無
所
属
）

　
　
　
　
　
　
　

下
坂　
　

守
（
京
都
国
立
博
物
館
名
誉
館
員
）

　
　
　
　
　
　
　

菅
澤　

庸
子

　
　
　
　
　
　
　

師
岡　

康
子
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
県
境
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　

山
路　

興
造
（
元
京
都
市
歴
史
資
料
館
長
）

　
　
　
　
　
　
　

吉
田
栄
治
郎
（
天
理
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　
（
注
）  

複
数
チ
ー
ム
へ
の
登
録
あ
り

※
印
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
研
究
員

　
　
　
　
　
　
　

杉
本　

弘
幸
（
佛
教
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

和
男
（
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

手
島　

一
雄
（
大
阪
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

矢
野　
　

亮
（
日
本
福
祉
大
学
福
祉
経
営
学
部
助
教
）

　
　
　
　
　
　
　

山
本　

崇
記
（
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
四
）
京
都
に
お
け
る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
歴
史

　
　

代
表
者　
　

水
野　

直
樹
（
立
命
館
大
学
文
学
部
客
員
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

杉
本　

弘
幸
（
佛
教
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

高
野　

昭
雄
（
大
阪
大
谷
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

鄭　
　

栄
桓
（
明
治
学
院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

仲
尾　
　

宏
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
客
員
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

盧　
　

相
永
（
大
阪
外
語
専
門
学
校
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

藤
井
幸
之
助
（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

松
下　

佳
弘

　
　
　
　
　
　
　

安
田　

昌
史
（
同
志
社
大
学
大
学
院
特
任
助
手
）

　
　
　
　
　
　
　

李　
　

洙
任
（
龍
谷
大
学
経
営
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
登
録
チ
ー
ム
五
）
人
権
と
教
育

　
　

代
表
者　
　

中
島　

智
子
（
元
プ
ー
ル
学
院
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

悦
子
（
京
都
教
育
大
学
教
育
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

岩
槻　

知
也
（
京
都
女
子
大
学
発
達
教
育
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

上
杉　

孝
實
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　
　

宏
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

外
川　

正
明
（
京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

友
永　

雄
吾
（
龍
谷
大
学
国
際
学
部
准
教
授
）



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。

「歴史のなかの人権文化」
季刊誌グローブに創刊号以来、上田正昭名誉理事
長が連載された歴史随想を全編収録しています。

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。

フィールドから見る女性の身体と習俗
女性の身体に関わる出産や月経をめぐる「穢れ」
について、その歴史を振り返り、見過ごされがち
であった声をフィールドワークをとおして聴き
取った共同研究の成果です。海外の事例もいくつ
かご紹介しています。

「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
1,500 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。
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人権問題研究叢書 第 16号、17・ブックレット刊行 

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

叢書第 16 号　2018 年 3 月刊行

問いとしての部落問題研究
― 近現代日本の忌避・排除・包摂
定価　1,500円（税別）

叢書第 17 号　2018 年 3 月刊行

中近世の被差別民像 ― 非人・河原者・散所
定価　1,500円（税別）

ブックレット　2018 年 3 月刊行

考えたくなる人権教育キーコンセプト
定価　300円（税込）
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公益財団法人　世界人権問題研究センター

アイデンティティ
エンパワメント
カミングアウト
差別
社会的包摂／社会的排除
自立
市民性

当事者
パターナリズム
平等
リテラシー
道徳教育と人権教育
先住民と自己決定権
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