
１２ 

鳥
取
県
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
問
題
啓
発
の
実
践
を
生
か
し
な

が
ら
、
人
権
へ
の
認
識
を
高
め
る
よ
り
全
体
的
な
方
向
性
を
模
索

し
、
ま
た
、
行
政
的
な
縦
割
り
の
あ
り
方
を
越
え
た
柔
軟
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
関
わ
り
を
促
す
中
核
機
関
と
し
て
、
一
九
九

七
年
、
鳥
取
県
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、
人
権
を
自
ら
の

も
の
と
し
て
考
え
る
力
を
育
む
た
め
の
「
参
加
体
験
学
習
」
を
導

入
し
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
人
権
・
同
和
研
修
を
受
け
て
こ
ら
れ
ま
し

た
か
？
」
鳥
取
県
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
が
委
託
を
受
け
る
県
職
員
、

市
町
村
職
員
な
ど
を
対
象
と
し
た
研
修
で
筆
者
が
こ
れ
ら
の
人
び

と
に
尋
ね
た
際
、
「
ビ
デ
オ
（
同
和
地
区
の
結
婚
問
題
を
テ
ー
マ
に

し
た
も
の
な
ど
）
を
観
て
、
感
想
を
話
し
合
っ
た
」
、
「
講
師
の
話

特
集

は
じ
め
に
鳥
取
県
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
・
研
究
員

と
し
て
の
経
験
か
ら

イ
ギ
リ
ス
の
教
育
改
革
と
日
本
の
「
参
加
体
験
学
習
」

に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

を
聞
い
た
」
と
い
う
の
が
圧
倒
的
な
回
答
で
あ
っ
た
。
県
職
員
に

対
す
る
こ
れ
ら
の
研
修
は
、
年
二
回
、
各
一
一
～
三
時
間
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
「
昨
年
は
ど
ん
な
こ
と
を
学
ば
れ
ま
し
た
か
？
」

と
い
う
問
い
に
も
、
前
述
の
感
想
と
同
じ
も
の
か
、
「
昨
年
ね
。
…
：
」

と
暖
昧
な
声
も
聞
か
れ
た
。
公
的
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
、

人
権
に
関
す
る
理
解
は
当
然
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
暖
昧
な
答

え
を
彼
ら
の
個
人
的
責
任
、
非
積
極
性
の
せ
い
だ
と
決
め
つ
け
、

批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の
人
権
・
同
和
研
修
が
彼
ら

に
「
差
別
は
い
け
な
い
」
と
い
う
知
識
・
印
象
以
外
の
も
の
を
あ

ま
り
残
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
今
後
の
人
権
教
育
・

啓
発
が
考
慮
す
べ
き
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
人
権
啓
発
は
、
対
処
法
的
・
画
一
的
で
内
容
や
方

法
論
へ
の
十
分
な
考
察
を
欠
き
、
啓
発
を
受
け
る
個
人
の
人
権
に

対
す
る
認
識
や
理
解
が
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
耳
を
傾

け
な
い
ま
ま
、
「
差
別
は
い
け
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
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す
る
の
み
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

近
年
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
場
に
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る

「
参
加
体
験
学
習
」
は
、
鳥
取
県
の
「
人
権
・
同
和
研
修
」
で
の

実
践
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
の
知
識
を
伝
達
す
る
形
式
か
ら
、
具

体
的
な
人
権
に
つ
い
て
の
問
題
を
受
講
者
自
身
が
考
え
、
話
し
合

う
場
へ
の
変
化
と
し
て
受
講
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
肯

（
１
）
 

定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
シ
え
る
。

し
か
し
、
時
間
的
・
空
間
的
制
限
が
あ
る
中
で
こ
れ
ら
の
研
修

が
、
議
論
は
す
る
も
の
の
納
得
の
い
か
な
さ
を
残
し
た
ま
ま
終
了

し
た
り
、
「
目
新
し
く
、
楽
し
い
け
れ
ど
も
何
か
暖
昧
」
、
「
（
厳
し

い
差
別
の
実
態
か
ら
の
）
現
実
逃
避
の
ゲ
ー
ム
」
な
ど
の
批
判
も

な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
来
こ
の
よ
う
な
学
び
の
あ
り
方
が
創
り
出

さ
れ
る
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
教
育
改
革
の
思
想
が
充
分
に
理
解
さ
れ

ず
、
「
参
加
体
験
学
習
」
が
単
に
輸
入
さ
れ
た
一
定
の
教
授
法
と
し

て
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
一
つ
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
日
本
で
導
入
さ
れ
て
い
る
「
参
加
体
験
学
習
」
が（
２
）
 

そ
の
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
得
た
と
い
え
る
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
改
革

を
例
に
、
そ
の
思
想
的
背
景
と
長
所
・
短
所
を
踏
ま
え
、
今
後
の

発
展
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
述
べ
た
い
。

一
九
四
○
年
初
頭
、
戦
後
を
見
越
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
よ

り
よ
い
社
会
の
構
築
と
安
定
の
た
め
、
共
和
国
制
確
立
に
よ
る
対

外
的
影
響
力
の
保
持
、
そ
し
て
「
福
祉
国
家
」
確
立
に
よ
る
戦
前

か
ら
の
社
会
問
題
で
あ
っ
た
貧
困
・
高
失
業
率
・
劣
悪
な
健
康
状

態
な
ど
の
克
服
を
政
治
的
変
革
目
標
と
す
る
。
当
時
の
保
守
・
労

働
党
連
立
政
権
は
、
教
育
の
拡
大
普
及
は
福
祉
国
家
実
現
の
重
要

な
柱
で
あ
る
と
合
意
し
、
「
’
九
四
四
年
教
育
法
」
が
制
定
さ
れ
、

全
て
の
子
ど
も
に
中
等
教
育
を
保
障
し
た
。
教
育
内
に
も
強
く
存

在
し
て
い
た
社
会
階
層
差
を
是
正
し
、
教
育
の
機
会
均
等
化
を
進

め
る
と
と
も
に
、
帝
国
主
義
・
自
民
族
中
心
的
な
偏
見
を
取
り
除

き
、
大
き
く
変
化
し
た
国
際
政
情
に
合
わ
せ
多
文
化
理
解
を
深
め

る
た
め
の
教
科
内
容
の
変
革
が
始
め
ら
れ
る
。

そ
の
後
七
○
年
代
か
ら
の
経
済
不
況
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的

不
安
定
要
因
の
増
加
、
特
に
若
年
層
の
失
業
率
の
高
騰
は
人
び
と

に
未
来
へ
の
希
望
を
失
わ
せ
、
福
祉
国
家
を
め
ざ
す
政
治
の
効
力

と
利
益
に
対
し
不
信
感
を
っ
の
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
不
況
は
八

○
年
代
に
入
り
一
層
深
刻
化
し
、
七
九
年
の
労
働
党
か
ら
保
守
党

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
へ
の
移
行
を
機
に
、
政
治
は
保
守
的
で
経
済
主

導
型
の
傾
向
へ
、
そ
し
て
福
祉
施
策
の
縮
小
と
民
営
化
推
進
に
よ

一
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
教
育
改
革
・

歴
史
的
背
景



1４ 

る
、
「
小
さ
な
国
家
」
の
時
代
を
迎
え
る
。

社
会
改
革
が
叫
ば
れ
、
教
育
を
と
り
ま
く
環
境
も
予
算
縮
小
に

よ
り
厳
し
さ
を
増
し
た
こ
の
時
期
、
教
育
を
「
〃
良
い
〃
労
働
者
」

（
３
）
 

を
つ
く
る
手
段
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
と
、
社
会
改
革
の

（
４
）
 

た
め
に
も
国
民
の
「
政
治
的
能
力
」
を
古
向
め
、
民
主
的
社
会
の
構

成
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
た
個
人
を
育
む
も
の
と
す
べ
き
で
あ

る
、
と
の
意
見
の
分
離
が
み
ら
れ
る
。
前
者
は
施
策
レ
ベ
ル
で
、

後
に
全
国
統
一
教
育
課
程
を
定
め
た
二
九
八
八
年
教
育
改
革
法
」

の
制
定
に
よ
る
教
育
の
画
一
化
と
能
率
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る

が
、
後
者
は
主
に
教
育
現
場
に
お
い
て
、
民
主
主
義
的
過
程
を
重

視
し
、
必
要
な
知
識
と
政
治
的
技
能
を
身
に
つ
け
た
積
極
的
な
市

（
５
）
 

民
を
育
む
政
治
教
育
の
開
発
を
は
じ
め
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を

意
識
し
た
よ
り
総
合
的
な
教
育
改
革
を
進
め
て
い
く
。

前
項
で
み
た
複
雑
化
す
る
社
会
に
対
応
し
、
そ
の
構
成
員
の
一

人
と
し
て
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
参
加
し
、
変
化
を
促
し
て
ゆ

く
力
を
養
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
〃
民
主
的
な
社
会
を
構
成
し
、
そ

れ
を
担
う
自
覚
を
持
っ
た
個
人
“
を
育
む
と
い
う
目
標
を
実
現
す

る
た
め
に
教
育
は
、
平
和
教
育
・
国
際
理
解
教
育
・
開
発
教
育
・

環
境
教
育
・
人
権
教
育
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
も
の
と
も

一
一
学
習
者
中
心
の
主
体
性
を
育
む
教
育
を
め
ざ
し

て
。
思
想
的
背
景

（
６
）
 

い
え
る
グ
ロ
ー
‐
バ
ル
教
育
、
な
ど
多
く
の
社
会
的
課
題
を
取
ハ
ソ
入

れ
た
学
習
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。

伝
統
的
な
教
育
が
「
教
師
が
教
え
る
こ
と
を
生
徒
は
学
ぶ
」
、
ど

の
よ
う
な
知
識
を
伝
達
す
る
か
と
い
う
指
導
者
中
心
の
教
え
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
改
革
的
教
育
で
は
、
学
習
者
を
中
心

に
そ
の
学
び
の
過
程
が
個
人
の
主
体
性
を
育
み
、
能
力
を
引
き
出

せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
学
習
の
あ
り
方
を
重
視
す

る
。
こ
れ
は
社
会
的
課
題
に
対
応
し
、
よ
り
よ
い
未
来
を
選
択
す

る
判
断
力
や
思
考
力
は
、
知
識
を
た
だ
与
え
ら
れ
、
覚
え
る
こ
と

だ
け
で
は
得
ら
れ
ず
、
学
び
の
場
の
主
人
公
と
し
て
積
極
的
に
学

習
に
参
加
し
、
課
題
に
対
し
て
模
範
的
回
答
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
自
ら
考
え
、
探
求
し
、
そ
の
時
点
で
の
自
ら
の
考
え
を

組
み
立
て
て
い
く
体
験
を
通
し
て
育
ま
れ
る
と
さ
れ
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
が
主
張
す
る
よ
う
に
「
相
互
依
存

が
高
ま
る
世
界
に
生
き
る
個
人
と
し
て
、
責
任
あ
る
生
き
方
を
す

る
の
に
不
可
欠
な
知
識
・
技
能
・
態
度
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

（
７
）
 

学
習
」
は
、
社
会
的
事
実
し
し
情
報
の
選
択
や
分
析
を
含
め
た
知
識
・

自
尊
心
や
寛
容
性
、
協
力
な
ど
を
表
せ
る
態
度
・
人
間
関
係
や
識

別
力
、
想
像
力
を
も
ち
変
動
す
る
社
会
に
対
応
す
る
た
め
の
技
能

の
三
つ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
修
得
に
よ
る
全
人
格
的
な
成
長

と
、
現
実
社
会
を
知
り
、
未
来
を
考
え
る
「
生
き
る
力
」
を
養
う

こ
と
を
め
ざ
す
。
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学
習
者
主
体
の
学
び
と
そ
の
学
び
の
過
程
ｌ
ど
ん
な
方
法

で
、
そ
し
て
ど
ん
な
環
境
・
雰
囲
気
の
な
か
で
学
び
が
行
わ
れ
て

い
る
か
ｌ
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な

教
育
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
知
識
の
伝
達
と
い
う
教
え
方
が
そ

の
一
一
一
一
口
外
に
マ
イ
ナ
ス
効
果
と
し
て
伝
え
た
も
の
（
隠
れ
た
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
は
、
権
威
的
で
あ
り
、
学
習
者
に
と

も
す
れ
ば
受
け
身
的
態
度
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
教
育
で
は
、
指
導
者
は
学
び
を
促
す

人
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
学
習
は
個
人
の
自
発
的
な
好

奇
心
や
経
験
か
ら
課
題
を
追
求
し
、
学
び
の
前
後
に
お
け
る
自
己

の
内
的
変
化
、
発
見
や
気
づ
き
を
確
認
す
る
一
連
の
過
程
そ
の
も

の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
学
び
は
個
々
の
学
習
者
が
自

ら
と
周
囲
の
環
境
全
体
と
の
つ
な
が
り
を
自
覚
し
、
自
他
の
責
任

と
権
利
を
認
め
、
協
力
的
で
肯
定
的
な
環
境
の
中
で
最
も
よ
く
達

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
学
ぶ
」
と
い
う
過
程
は
常
に
と
て
も
個
人
的
で
ユ
ー
ー

ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
画
一
的
な
教
え
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ひ

と
り
の
ニ
ー
ズ
や
学
び
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
こ
の

新
し
い
学
習
の
中
で
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
曰
本
の
人
権
教

育
に
「
参
加
体
験
学
習
」
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ざ
ま

（
８
）
 

ざ
ま
な
手
法
が
考
え
出
さ
れ
て
い
く
。
伝
統
的
教
育
で
行
わ
れ
た

知
識
量
に
よ
る
学
習
の
統
一
は
、
そ
の
中
で
は
測
り
得
な
い
人
間

伝
統
的
な
伝
達
を
中
心
と
し
た
知
識
重
視
の
教
育
に
対
し
て
、

学
習
者
主
体
の
活
動
と
経
験
に
よ
る
学
び
を
志
向
す
る
教
育
改
革

は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
が
、
一
九
八
○
年
後
半
か
ら
、
｜
で
述

べ
た
教
育
の
画
一
化
を
め
ざ
す
政
策
的
方
針
と
の
乖
離
か
ら
批
判

が
行
わ
れ
る
。
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
を
は
じ
め
と
し
た
教
育
改

（
９
）
 

革
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
以
下
の
五
点
が
主
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。

⑪
複
雑
な
社
会
問
題
や
人
権
侵
害
な
ど
論
議
を
呼
ぶ
課
題
に
つ

い
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
マ
イ
ナ
ス
な
事
実
を
多

の
多
様
な
能
力
や
潜
在
的
可
能
性
を
無
視
す
る
、
人
権
を
尊
重
し

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
環
境
を
創
り
出
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
・
ア
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ
ー
の
導
入
が
、
全
て

の
学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
、
伸
ば
せ
る
機
会
を
で

き
る
だ
け
増
や
す
要
素
で
あ
る
、
い
い
換
え
る
と
、
方
法
そ
の
も

の
が
こ
の
教
育
の
め
ざ
す
、
個
性
や
自
主
性
、
自
己
肯
定
感
を
尊

重
し
、
民
主
的
な
他
の
人
び
と
と
の
関
係
や
協
力
を
重
視
す
る
環

境
を
大
切
に
す
る
と
い
っ
た
も
の
を
よ
り
よ
く
伝
え
る
教
育
力
を

も
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
不
可
欠
な
あ
り
か
た

な
の
で
あ
る
。

三
教
育
改
革
へ
の
批
判
と
評
価
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く
見
せ
つ
け
悲
嘆
や
虚
無
の
感
情
を
も
た
せ
（
自
分
に
は
何
も
で

き
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
な
ど
）
、
人
類
史
上
の
プ
ラ
ス
な
発

展
へ
の
言
及
が
少
な
か
っ
た
こ
と
。
ま
た
は
逆
に
、
問
題
を
単
純

化
し
て
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
決
が
現
実
よ
り
も

ず
っ
と
易
し
い
と
思
わ
せ
た
り
、
〃
第
三
世
界
（
至
上
）
主
義
“
な

ど
の
偏
っ
た
意
識
を
持
た
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
。

②
世
界
へ
の
つ
な
が
り
や
相
互
依
存
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、

学
習
者
の
曰
常
と
か
け
離
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ

た
こ
と
。

③
グ
ロ
ー
バ
ル
・
世
界
的
な
視
野
や
多
様
性
を
強
く
志
向
す
る

こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
相
対
化
が
行
き
過
ぎ
、
問
題
解
決
能
力
の

全
体
性
へ
の
配
慮
や
多
様
な
問
題
を
扱
う
こ
と
は
、
課
題
の
過

大
・
倭
小
化
を
招
き
や
す
く
、
ま
た
、
参
加
・
体
験
を
中
心
と
し

減
少
や
問
題
の
並
列
化
を
起
こ
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
。

Ⅲ
〃
民
主
的
・
参
加
型
〃
の
手
法
に
よ
り
、
そ
の
過
程
。
プ
ロ

セ
ス
の
結
論
と
し
て
、
さ
ら
な
る
対
立
や
納
得
の
い
か
な
さ
を
残

し
た
ま
ま
学
習
が
終
了
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
学
習
過

程
は
重
視
さ
れ
る
が
、
内
容
・
知
識
の
確
実
な
修
得
へ
の
検
討
が

足
り
な
い
こ
と
。

⑤
手
法
や
目
的
は
開
発
さ
れ
た
も
の
の
実
施
さ
れ
た
後
の
成
果

に
対
す
る
評
価
や
調
査
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

、」」０

た
個
人
の
学
び
の
過
程
へ
の
注
目
な
ど
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て

現
れ
る
価
値
観
の
相
対
性
は
、
問
題
解
決
能
力
の
減
少
や
次
へ
の

つ
な
が
り
を
暖
昧
に
し
が
ち
に
す
る
危
険
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
留
意
し
な
が
ら
、
方

法
的
改
善
と
発
展
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
今
後
必
要
と
い
え
る
。

先
に
述
べ
た
一
九
八
八
年
教
育
改
革
法
（
こ
の
法
は
教
え
方
を
限

定
し
て
い
な
い
た
め
）
以
降
の
教
育
改
革
の
影
響
に
対
す
る
調
査

で
は
、
す
で
に
現
場
に
普
及
し
て
い
た
共
同
作
業
や
課
題
学
習
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
参
加
体
験
的
な
手
法
を
使
っ
た
自
主
性
を
み
い
だ

す
教
育
環
境
が
、
よ
り
体
系
だ
っ
た
知
識
の
獲
得
と
共
存
し
て
い

（
、
）

る
と
の
デ
ー
タ
も
だ
さ
れ
て
い
る
。

既
存
の
価
値
観
や
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
に
終
始
せ
ず
、
そ
れ

ら
を
受
信
す
る
側
、
す
な
わ
ち
学
習
者
で
あ
る
個
人
が
学
ぶ
こ
と

を
重
視
し
、
個
人
の
自
主
性
を
養
う
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
イ
ギ

リ
ス
の
教
育
改
革
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
参
加
体
験
的
な
学
習

は
、
こ
れ
ま
で
の
「
情
報
は
豊
か
、
け
れ
ど
も
行
動
に
乏
し
い

す
い
従
来
の
人
権
教
育
・
啓
発
の
あ
り
方
を
再
考
す
る
機
会
を
与

え
た
と
い
え
る
。
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
よ
り
よ
い
社
会
を
築
く
と

』
、
こ
れ
ま
で
の
「
情
報
は
豊
か
、
け
れ
ど
も
行
動
に
乏
し
い

（
、
）

（
］
具
・
円
三
四
（
］
・
ロ
ロ
Ｓ
》
四
＆
。
ご
己
○
・
局
）
」
と
い
う
偏
り
を
招
き
や

お
わ
り
に
イ
ギ
リ
ス
教
育
改
革
が
日
本
の
人
権
教

育
・
人
権
啓
発
に
示
唆
す
る
も
の
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い
う
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
人
権
教
育
は
、
全
て
の
人
が
何
を

守
り
、
何
を
変
え
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
、
話
し
合
え
る
よ
う
な

環
境
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
も
担
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
「
参
加

体
験
学
習
」
と
い
わ
れ
る
学
び
の
あ
り
方
が
、
日
本
の
人
権
教
育

に
お
い
て
目
新
し
い
教
授
法
や
一
つ
の
定
型
と
し
て
使
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
人
権
問
題
を
主
体
的
に
と
ら
え
、
状
況
の
変
革
・
問

題
解
決
に
私
達
一
人
ひ
と
り
が
む
か
っ
て
い
く
力
を
育
む
も
の
、

そ
の
た
め
に
私
た
ち
が
拠
り
所
と
す
る
人
権
と
い
う
概
念
を
ど
の

よ
う
に
、
ど
ん
な
方
法
に
よ
っ
て
自
ら
の
も
の
に
し
て
い
け
る
か

を
考
え
る
際
に
、
こ
の
「
参
加
体
験
学
習
」
に
み
ら
れ
る
思
想
か

ら
得
る
と
こ
ろ
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。

今
後
の
「
参
加
体
験
学
習
」
に
よ
る
人
権
教
育
の
発
展
を
考
え

る
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
問
題
学
習
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き

た
曰
本
独
自
の
人
権
教
育
の
成
果
と
課
題
整
理
を
行
う
と
同
時

に
、
人
び
と
が
こ
れ
か
ら
何
を
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
の
か
と
い
う
「
人
び
と
の
声
を
聴
く
こ
と
」
、
そ
し
て
、
人

権
教
育
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
め
ざ
す
社
会
と
は
、
ど
ん
な
姿
で
あ

る
の
か
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
、
出
発
点
の
一
つ
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
現
状
に
対
す
る
批
判
や
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
の
「
差
別
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す

る
だ
け
で
な
く
、
人
権
に
関
す
る
学
び
は
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
社

会
の
構
成
員
で
あ
る
個
人
一
人
ひ
と
り
が
ど
ん
な
望
ま
し
い
未
来

の
社
会
を
創
っ
て
い
け
る
の
か
を
考
え
る
機
会
で
も
あ
る
。

ま
た
、
個
々
の
「
参
加
体
験
学
習
」
の
場
が
も
た
れ
た
後
、
参

加
者
全
員
に
よ
る
振
り
返
り
の
時
間
を
持
ち
、
そ
の
学
び
の
過
程

全
体
へ
の
配
慮
や
周
囲
と
の
協
力
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
学
び
の

前
後
に
お
け
る
個
人
の
価
値
観
や
知
識
・
技
能
・
態
度
と
い
っ
た

内
的
変
化
、
そ
し
て
そ
こ
で
学
ば
れ
た
こ
と
と
今
後
の
課
題
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
び
を
そ
の
場
で
終
わ

る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
進
行
形
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ

か
ら
の
課
題
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
び
の
場
の
一
員

と
し
て
の
自
分
の
権
利
と
責
任
を
意
識
し
、
自
他
の
肯
定
感
情
を

高
め
、
常
に
周
囲
の
環
境
と
自
身
の
関
係
や
影
響
を
考
え
ら
れ
る

態
度
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
学
習
の

評
価
と
同
時
に
今
後
、
人
権
教
育
の
場
に
お
い
て
「
参
加
体
験
学

習
」
の
導
入
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
み
、
影
響
が
あ
っ
た
か
を

客
観
的
に
み
る
調
査
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

現
在
、
大
阪
市
北
区
に
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
地
球
市
民
教
育
セ
ン
タ

ー
」
で
は
、
こ
の
「
参
加
・
体
験
型
」
学
習
な
ど
の
導
入
・
実
施

に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
析
結
果

が
一
つ
の
指
針
と
な
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
人
権
教
育
の
オ
ピ
ー
ー
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ

り
、
筆
者
の
大
学
時
代
の
恩
師
で
あ
る
Ｉ
・
リ
ス
タ
ー
は
「
人
権
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注

に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
」
・
人
権
に
関
す
る
知
識
の
修
得
と
「
人
権
の

た
め
に
学
ぶ
こ
と
」
・
人
権
を
守
り
、
行
動
す
る
た
め
の
技
能
の
修

得
と
同
時
に
「
人
権
の
尊
重
さ
れ
た
環
境
の
中
で
学
ぶ
こ
と
」
・
人

権
を
尊
重
す
る
態
度
を
重
視
し
、
体
系
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要

性
を
指
摘
し
て
い
る
。
曰
本
の
人
権
教
育
お
よ
び
人
権
啓
発
が
そ

の
学
習
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
枠
組
み
を
再
考
し
、
よ
り
包
括
的

な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
た
め
に
こ
の
「
参
加
体
験
学
習
」
の

導
入
が
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
今
後
期
待
さ
れ

る
０ 

（
１
）
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
研
修
内
容
。
進
め
方
へ
の
評
価
、
こ
う
い
っ
た

形
の
研
修
へ
の
今
後
の
参
加
希
望
、
そ
し
て
ど
ん
な
人
権
に
関
す

る
分
野
に
関
心
が
あ
る
の
か
等
を
尋
ね
て
い
る
（
こ
の
集
計
結
果

（
２
）
国
際
理
解
教
育
・
資
料
セ
ン
タ
ー
編
訳
二
九
九
一
）
『
ワ
ー
ル
ド
。

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
び
か
た
。
教
え
か
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
め
こ

ん
、
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
。

な
お
「
参
加
体
験
学
習
」
の
考
え
出
さ
れ
て
き
た
経
緯
は
教
育
分

野
の
中
で
も
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
「
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
ス
ク
ー
ル

（
実
験
学
校
上
に
お
け
る
既
存
の
知
識
記
憶
で
は
な
い
実
作
業
か

ら
学
習
者
が
主
体
的
に
知
識
を
得
る
と
い
う
も
の
や
、
パ
ウ
ロ
・
フ

レ
イ
レ
の
「
対
話
学
習
」
に
お
け
る
非
抑
圧
者
の
抑
圧
的
状
況
の
意

識
化
を
対
話
を
通
じ
て
、
主
体
的
に
気
づ
き
、
社
会
変
革
の
力
に
繋

げ
て
い
く
と
い
う
も
の
を
は
じ
め
、
そ
の
源
流
と
見
ら
れ
る
も
の

は
多
い
。
本
来
は
そ
の
取
り
入
れ
ら
れ
た
経
緯
全
般
を
外
観
す
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
本
論
文
で
は
特
に
イ
ギ
リ

ス
で
の
動
き
と
そ
こ
か
ら
の
影
響
に
限
定
す
る
。

は
研
修
単
位
ご
と
に
受
講
者
に
返
さ
れ
、
一
つ
の
学
習
構
成
の
一

応
の
終
了
と
し
て
い
る
）
。
平
成
一
○
年
度
二
月
ま
で
に
行
っ
た

研
修
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
「
参
加
・
体
験
型
学
習
」
に
よ
る

研
修
の
参
加
希
望
の
有
無
の
質
問
に
対
し
（
回
答
数
一
、
二
九
二
）

と
し
て
、
「
参
加
し
た
い
」
約
二
一
％
（
一
一
七
五
）
、
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
参
加
し
た
い
」
約
六
○
％
（
七
九
六
）
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
参
加
し
た
く
な
い
」
約
一
六
％
（
二
一
七
）
、
「
参
加
し
た
く
な
い
」

約
一
％
（
一
八
）
、
無
記
入
約
一
％
（
’
三
）
と
い
う
結
果
が
出
て

い
る
。
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（
３
）
こ
れ
は
当
時
の
曰
本
や
韓
国
の
経
済
発
展
の
理
由
の
一
つ
が
知
識

重
視
の
画
一
的
教
育
に
あ
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と

さ
れ
て
い
る
。
「
東
を
み
よ
（
Ｆ
・
・
戸
口
囚
の
Ｃ
」
と
い
う
か
け
声
で
、

低
迷
す
る
経
済
打
破
の
一
環
と
し
て
、
教
育
は
自
主
的
市
民
よ
り

も
一
定
能
力
を
持
つ
労
働
者
を
育
て
る
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
そ
の
「
東
」
で
あ
る
日
本
が
画
一
的
教
育

の
も
た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
へ
の
反
省
か
ら
個
性
を
養
う
教

育
を
模
索
し
始
め
て
い
た
と
い
う
動
き
は
皮
肉
と
も
い
え
る
。

（
４
）
こ
こ
に
お
け
る
「
政
治
的
能
力
」
と
は
、
国
政
だ
け
で
な
く
広
く
学

校
・
社
会
集
団
・
曰
常
生
活
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
人

び
と
の
活
動
と
決
定
過
程
へ
の
主
体
的
で
民
主
的
な
参
加
を
促
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
口
の
（
①
Ｒ
》
［
（
ご
雪
）
○
一
○
び
巴
ｍ
ｐ
Ｑ
閂
昌
の
三
口
は
。
ご
ロ
｝
シ
己
已
［
○
口
、
ロ
①
の

ご
句
○
三
ｓ
］
向
Ｑ
口
０
畳
。
ご
」
ご
出
口
【
び
の
『
》
Ｃ
（
の
Ｑ
）
岑
一
ミ
ミ

ロ
蒼
口
ミ
ミ
ミ
回
国
ご
言
・
弓
す
の
司
四
］
三
四
【
可
①
の
の
函
Ｆ
○
己
○
口

（
６
）
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
と
そ
の
先
駆
で
あ
る
ワ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

の
発
展
過
程
・
理
論
・
教
科
内
容
に
つ
い
て
は
、
’
九
九
○
年
半
ば

に
ヨ
ー
ク
大
学
国
際
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
セ
ン
タ
ー
で
助
手
と
し
て

活
躍
し
た
岡
崎
裕
氏
の
三
論
文
函
岡
崎
裕
・
中
川
喜
代
子
、
「
ワ
ー

ル
ド
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
人
権
教
育
」
『
奈
良
教
育
大
学
紀
要
』
第
四

三
巻
第
一
号
、
’
九
九
四
年
亜
岡
崎
裕
、
「
英
国
に
お
け
る
国
際

教
育
の
理
論
’
三
・
三
三
＄
の
目
標
・
内
容
・
方
法
」
「
国

際
理
解
』
第
二
六
号
、
一
九
九
五
年
叩
岡
崎
裕
、
「
ワ
ー
ル
ド
ス
タ

デ
ィ
「
ズ
の
成
立
と
展
開
Ｉ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
際
教
育
小

史
」
『
国
際
理
解
教
育
」
創
刊
号
、
国
際
理
解
教
育
学
会
、
一
九
九

五
年
に
そ
の
詳
細
に
わ
た
る
紹
介
と
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
に
客
員
研
究
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
大
津

和
子
氏
も
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
の
枠
組
み
を
体
系
的
に
ま
と
め
て
い

る
》
大
津
和
子
、
「
地
球
市
民
を
育
て
る
た
め
に
Ｉ
新
し
い
開
発

教
育
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
」
、
『
新
し
い
開
発
教
育
の
進
め

方
』
九
～
三
○
頁

（
７
）
ヨ
の
ロ
の
【
》
の
．
⑧
虫
Ｃ
丙
の
》
ロ
（
］
①
、
、
）
・
一
二
ペ
ミ
の
言
且
言
、
‐
畠
玲
」

弓
Ｑ
ｓ
二
吋
客
員
○
・
・
計
・
同
の
の
実
○
三
の
べ
伜
団
・
身
・
已
一
父

（
８
）
手
法
の
類
型
に
関
し
て
は
大
阪
府
同
和
教
育
研
究
協
議
会
編
「
わ

た
し
・
出
逢
い
・
発
見
』
’
九
九
六
年
、
『
わ
た
し
・
出
逢
い
・
発

見
パ
ー
ト
２
』
一
九
九
八
年
、
ま
た
岡
崎
裕
、
「
国
際
理
解
教
育
に

お
け
る
参
加
型
学
習
方
式
に
関
す
る
考
察
」
『
国
際
理
解
』
二
九
号
、

一
九
九
八
年
、
帝
塚
山
学
院
大
学
国
際
理
解
研
究
所
な
ど
を
参
照
。

（
９
）
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
を
は
じ
め
と
す
る

新
し
い
教
育
に
関
す
る
批
判
の
主
な
も
の
と
し
て
、

三
口
］
］
四
旦
○
（
］
①
缶
）
弓
げ
の
句
『
・
す
｝
①
三
・
【
二
・
己
旦
の
三
ｓ
の
の
三
四

三
巳
ロ
Ｓ
］
豆
ご
］
の
。
Ｑ
の
ｑ
・
ミ
ミ
ミ
の
冒
己
の
の
舌
忌
ミ
ミ
）
ご
・
］
・
←
》

ｚ
○
・
岸
］
四
‐
］
、
．

⑩
Ｏ
［
三
・
Ｐ
用
。
（
巴
②
、
）
・
一
寺
ペ
ミ
の
ミ
ミ
勇
国
冒
三
（
ミ
ミ
ミ
号
口
「



2０ 

エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト
と
人
権

「蹴鞠灘繍憾竺□六判：

巴
ご
○
【
Ｋ
Ｃ
【
丙
．

批
判
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
の
｝

と
Ｄ
・
セ
ル
ピ
ー
は
、
彼
ら
の
思
想
的

り
方
と
い
う
一
つ
の
思
想
の
押
し
つ

性
を
指
摘
し
、
反
論
を
試
み
て
い
る

勺
詳
の
》
○
・
⑧
⑩
の
｝
げ
国
》
□
．
（
］
①
②
①
）
・

ど
く
。
【
］
Ｑ
の
（
巨
曰
の
の
Ｃ
ｏ
ｏ
巨
已
の
ご
臼
は
○
口

（
且
苫
負
（
○
言
、
・
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
巨
旨
の
は
言
（
の
（
。
【
同
ｐ
Ｓ
ｂ
の
ロ
ロ
ロ
の
閉
の
ご
Ｃ
の
臼

の
（
三
（
の
四
○
の
白
曰
の
の
。
な
ど
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
・
第
三
世
界
至
上
主
義
な
ど
の
刷
り
込
み
で
あ

り
、
教
育
に
政
治
思
想
を
持
ち
込
む
べ
き
で
な
い
、
な
ど
の
彼
ら
の

批
判
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
の
主
た
る
提
唱
者
、
Ｇ
・
バ
イ
ク

と
Ｄ
・
セ
ル
ピ
ー
は
、
彼
ら
の
思
想
的
保
守
性
、
伝
統
的
教
育
の
あ

り
方
と
い
う
一
つ
の
思
想
の
押
し
つ
け
、
調
査
の
あ
り
方
の
一
面

の
ミ
ミ
は
苫
肘
冒
叱

⑩
の
［
ご
局
①
．
■
。
［
丙

の
ミ
ミ
ご
冨
・

ご
曰
く
巴
‐

（
、
）
『
巳
］
旨
ロ
】
】
》
○
・
件
ぐ
く
①
す
げ
》
宛
．
（
］
①
①
い
）
・
弔
局
○
㈹
［
の
ｍ
の
弓
の
同
Ｑ
ｐ
Ｏ
四
‐

ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ｐ
Ｑ
ｓ
の
ｚ
囚
は
○
口
四
一
Ｏ
ｐ
Ｈ
【
一
Ｃ
巳
ロ
ロ
］
》
｛
曰
Ｑ
ご
伽
の
坤
○
口
］
囚

㈹
｝
○
す
巴
の
Ｑ
ｐ
Ｃ
ｍ
ｄ
ｏ
ｐ
【
の
ｍ
の
四
局
ｐ
ｂ
Ｈ
ｏ
）
の
９
．
回
旦
忌
ロ
ミ
（
○
弓
ミ

宛
さ
計
量
）
》
ぐ
○
］
・
←
、
》
ｚ
○
・
］
》
Ｅ
１
凸
・

（
、
）
の
〔
昌
丙
①
目
）
国
．
（
］
毛
］
）
勺
［
の
【
囚
Ｏ
の
（
○
勺
四
円
］
）
三
⑩
百
門
丙
①
曰
》
四
・

（
の
Ｑ
・
）
・
皀
皀
．
。
’
青
Ｃ
盲
寺
長
⑮
貝
、
ミ
ミ
ョ
記
崎
言
、
〉
畳
ミ
ー

試
○
蚕
Ｏ
ｏ
ｐ
ｐ
Ｑ
｝
。
【
ロ
ロ
Ｈ
ｏ
ｂ
①
》
Ｆ
○
ｐ
Ｑ
ｏ
員
Ｏ
四
ｍ
の
①
一
・
℃
・
』
①
．

蝿
ソ
バ
ワ
メ
ン
ト
匙
人
鱸
』

灘璽議Ｚ

鍵
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