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配
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の
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う
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る
世
界
、
ど
う
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る
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●「
踏
み
絵
」
と
し
て
の
「
君
が
代
」
条
例

●「
恫
喝
」
に
よ
る
教
育
支
配

●

新
自
由
主
義
的
教
育
観
の
破
綻

●

大
阪
は
日
本
の
縮
図

●

地
域
の
教
育
力
を
い
か
に
再
生
さ
せ
る
か

●

消
費
者
主
義
を
超
え
て
、
教
育
自
治
を

「
踏
み
絵
」
と
し
て
の
「
君
が
代
」
条
例

卒
業
式
に
は
教
職
員
約
六
〇
人
が
出
席
し
、
教
頭
ら
が
起
立
状
況

に
加
え
て
口
の
動
き
を
チ
ェ
ッ
ク
。
全
員
が
起
立
し
て
い
た
が
、
こ

の
う
ち
三
人
が
口
が
動
い
て
い
な
い
と
し
て
個
別
に
校
長
室
に
呼
ば

れ
、
一
人
が
「
歌
わ
な
か
っ
た
」
と
認
め
た
た
め
府
教
育
委
員
会
が

処
分
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。
同
校
の
中
原
徹
校
長
は
橋
下
徹
・

大
阪
市
長
の
友
人
の
弁
護
士
で
、
橋
下
市
長
が
府
知
事
時
代
に
民
間

あ
き
れ
か
え
っ
て
い
る
う
ち
に
恐
ろ
し
く
な
っ
た
。「
君
が
代
斉
唱
で
口
元
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
新
聞
記
事
を
目
に
し
た
か
ら
だ
。
三
月

二
日
の
大
阪
府
立
和
泉
高
校
の
卒
業
式
で
、国
歌
斉
唱
の
際
、教
職
員
が
本
当
に
歌
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、校
長
が
口
の
動
き
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
の
だ
。
権
力
が
ど
ん
ど
ん
暴
走
し
、
そ
の
歯
止
め
が
効
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

人
校
長
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
中
原
校
長
か
ら
報
告
を
受
け
た
橋
下

市
長
は
「
こ
れ
が
服
務
規
律
を
徹
底
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
例

だ
。
こ
こ
ま
で
徹
底
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
絶
賛
し
た
。

中
原
校
長
は
式
典
の
最
中
、
教
職
員
の
口
元
確
認
が
気
に
な
り
、

卒
業
生
を
祝
う
余
裕
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
生
徒
た
ち
に
も

国
旗
国
歌
問
題
に
つ
い
て
「
上
に
た
て
つ
く
と
、
こ
う
な
る
ぞ
」
と

暗
に
威
圧
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は
卒
業
を
祝
う
ど
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こ
ろ
か
、
教
職
員
だ
け
で
な
く
、
生
徒
も
不
快
に
さ
せ
、
祝
賀
ム
ー

ド
に
水
を
さ
す
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
は
な
い
か
。
学
校
が
息
苦

し
い
監
視
社
会
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

橋
下
市
長
は
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
「
君
が
代
起
立
斉
唱
」
に
こ
だ

わ
る
の
か
。
伝
統
的
な
日
本
精
神
を
尊
重
す
る
よ
う
な
国
家
観
の
持

ち
主
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
大
阪
府
知
事
だ
っ
た
昨
年
三
月
、
自
分

が
住
む
大
阪
府
豊
中
市
の
教
師
が
君
が
代
不
起
立
で
処
分
さ
れ
る

ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
る
と
、「
こ
ん
な
の
許
せ
な
い
」
式
の
激
し
く
感
情

を
爆
発
さ
せ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
同
六
月
に
大
阪
府
議
会
で

「
君
が
代
起
立
斉
唱
」
条
例
を
提
案
、
可
決
さ
せ
た
。
中
西
正
人
府
教

育
長
も
府
議
会
本
会
議
で
「
条
例
に
よ
る
義
務
付
け
は
必
要
な
い
」

と
強
調
し
て
い
た
が
、
橋
下
氏
は
「
職
務
命
令
の
順
守
の
問
題
だ
」

と
し
て
押
し
切
っ
た
。

そ
し
て
大
阪
市
長
に
な
っ
た
橋
下
氏
は
大
阪
市
議
会
で
も
「
君
が

代
起
立
斉
唱
」
条
例
案
を
提
案
し
た
。
市
教
委
は
条
例
制
定
を
不
要

と
し
て
い
た
が
、
橋
下
市
長
は
「
市
の
意
思
を
明
確
に
す
る
意
義
が

あ
る
」
と
主
張
。
先
の
府
議
会
で
は
公
明
、
自
民
、
民
主
、
共
産
が
反

対
し
た
が
、
今
回
は
橋
下
人
気
の
勢
い
に
の
ま
れ
、
次
期
衆
院
選
で

維
新
の
会
と
選
挙
協
力
を
模
索
す
る
公
明
と
自
民
が
合
意
し
、
二
月

末
に
条
例
案
は
可
決
し
た
。「
そ
こ
の
け
、そ
こ
の
け
、橋
下
が
通
る
」

と
い
わ
ん
ば
か
り
の
空
気
が
庁
内
に
漂
っ
て
い
る
。

「
選
挙
で
は
国
民
に
大
き
な
方
向
性
を
示
し
て
訴
え
る
。
あ
る
種

の
白
紙
委
任
な
ん
で
す
よ
」（
二
〇
一
二
年
二
月
一
二
日
朝
日
）。

新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
そ
う
答
え
る
橋
下
市
長
は
、
選
挙
で
民

意
を
得
ら
れ
た
こ
と
で
「
白
紙
委
任
（
＝
全
権
委
任
）
さ
れ
た
」
と
豪

語
す
る
。「
君
が
代
起
立
斉
唱
」
を
あ
え
て
条
例
（
ル
ー
ル
）
化
し
、

「
そ
の
ル
ー
ル
を
守
れ
」
と
教
職
員
支
配
の
道
具
に
活
用
し
て
い
る
。

自
ら
の
教
育
観
に
反
対
す
る
人
た
ち
は
「
君
が
代
起
立
に
反
対
し
な

が
ら
公
務
員
の
地
位
に
し
が
み
つ
き
、
高
給
を
と
る
傲
慢
な
教
員
」

と
同
様
の
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
操
作
を
図
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て

徹
底
的
に
バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
こ
と
で
自
ら
の
価
値
観
に
合
わ
な
い
教

職
員
を
現
場
か
ら
排
除
し
、
教
育
の
現
状
に
不
満
を
も
つ
人
た
ち
の

憂
さ
を
晴
ら
し
な
が
ら
自
ら
の
支
持
に
つ
な
げ
て
い
る
。

「
国
旗
・
国
歌
に
つ
い
て
は
強
要
し
な
い
」
と
い
う
の
が
国
旗
国

歌
法
成
立
時
の
政
府
見
解
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、義
務
や
罰
則
は
な
い
。

愛
国
心
の
涵
養
と
い
う
目
的
を
す
る
と
、
強
要
は
効
果
が
な
い
ば
か

り
か
逆
効
果
だ
。
し
か
し
、
橋
下
氏
は
自
ら
強
引
に
ル
ー
ル
（
条
例
）

を
つ
く
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
育
現
場
に
政
治
的
な
圧
力
を
か
け
て

い
る
。
極
め
て
危
険
な
政
治
手
法
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
恫
喝
」
に
よ
る
教
育
支
配

こ
の
条
例
に
違
反
し
た
教
職
員
を
処
分
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た

の
が
教
育
基
本
条
例
案
だ
。
だ
か
ら
処
分
関
連
事
項
が
条
文
の
約
半
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分
を
占
め
、
当
初
、
処
分
三
回
で
免
職
と
い
う
過
酷
な
規
定
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
今
年
一
月
、
最
高
裁
は
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
不
起
立
の

元
教
員
に
対
す
る
東
京
都
の
停
職
処
分
に
つ
い
て
「（
減
給
以
上
の

処
分
）
は
行
き
過
ぎ
で
違
法
、
職
権
濫
用
」
と
の
判
断
を
下
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
（1）
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
問
題
は
、
個
人
の
世
界

観
・
歴
史
観
・
教
育
上
の
信
念
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
セ
ク
ハ
ラ

や
体
罰
と
は
違
う
（2）
学
校
の
式
典
は
年
二
回
で
あ
り
、
二
年
で
教
壇

に
立
て
な
く
な
る
の
は
重
過
ぎ
る—

—
と
し
た
。
裁
判
官
の
一
人
は

「
精
神
的
自
由
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
憲
法
上
保
護
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
意
見
を
付
し
た
が
、
そ
れ
は
多
分
に
大
阪
の

動
き
を
意
識
し
た
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
。

さ
す
が
に
維
新
の
会
も
こ
の
最
高
裁
の
判
決
を
無
視
で
き
な
い
。

条
例
案
の
規
定
を
修
正
し
、
一
回
の
不
起
立
処
分
で
「
指
導
研
修
」

を
課
し
、「
不
起
立
」
を
反
省
し
な
け
れ
ば
「
分
限
処
分
」
に
持
ち
込

む
こ
と
に
し
た
。
橋
下
市
長
も
「
起
立
し
て
歌
わ
な
い
教
員
は
市
民

へ
の
挑
戦
と
受
け
止
め
る
」
と
厳
し
い
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。

こ
の
一
連
の
動
き
を
み
る
と
、
橋
下
市
長
や
維
新
の
会
は
、
人
間

と
い
う
存
在
へ
の
感
性
や
想
像
力
が
欠
け
て
い
る
。
人
間
の
精
神
に

と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
は
「
内
心
の
自
由
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

特
に
教
育
の
場
に
お
い
て
そ
れ
は
単
な
る
「
職
務
違
反
」
的
な
問
題

に
す
り
替
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。

さ
ら
に
教
育
基
本
条
例
は
、
教
育
と
教
育
行
政
の
原
理
と
制
度
を

根
本
的
に
転
換
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
（1）
知
事

に
よ
る
教
育
目
標
の
設
定
（2）
学
校
経
営
へ
の
貢
献
度
を
基
準
と
す

る
人
事
評
価
（
相
対
評
価
）
と
二
年
連
続
Ｄ
評
価
（
下
位
五
％
）
に
よ

る
分
限
免
職
（3）
民
間
人
校
長
の
公
募
（4）
三
年
連
続
定
員
割
れ
の
府

立
学
校
の
統
廃
合
（5）
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成—

—

な
ど
で
、
教

育
現
場
で
「
競
争
原
理
」
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
。
首
長
が
決
定
し
た

教
育
目
標
は
、
教
育
委
員
、
校
長
そ
し
て
教
員
と
、
完
全
な
上
意
下

達
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
末
端
に
押
し
つ
け
ら
れ
、
教
育
委
員
の
罷

免
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
校
長
の
発
す
る
職
務
命
令
は
絶
対
で
、
そ

れ
は
知
事
の
意
思
を
伝
え
る
命
令
に
他
な
ら
な
い
。

昨
年
八
月
、
維
新
の
会
が
条
例
案
を
公
表
し
た
際
、
府
教
委
は
反

発
し
、
可
決
成
立
す
れ
ば
、
教
育
委
員
は
総
辞
職
す
る
と
表
明
し
た
。

し
か
し
、
ダ
ブ
ル
選
挙
後
、
府
教
育
委
員
は
総
辞
職
か
修
正
協
議
か

の
選
択
が
迫
ら
れ
、「
国
の
法
令
に
違
反
し
な
い
条
例
案
」
の
作
成
に

着
手
し
た
。
そ
の
結
果
、
修
正
案
と
し
て
示
さ
れ
た
「
教
育
行
政
基

本
条
例
案
」
と
「
府
立
学
校
条
例
案
」
は
原
案
同
様
、
政
治
に
よ
る
教

育
支
配
が
貫
か
れ
て
い
る
。「
首
長
に
よ
る
目
標
設
定
」
と
い
う
あ
か

ら
さ
ま
な
政
治
介
入
を
「
首
長
は
教
育
委
員
会
と
協
議
し
て
教
育
振

興
基
本
計
画
を
作
成
」
と
い
う
形
で
や
わ
ら
か
く
包
ん
で
い
る
が
、

橋
下
市
長
が
「
満
額
回
答
」
と
い
う
内
容
だ
。

日
本
の
教
育
は
、
天
皇
制
軍
国
主
義
に
つ
な
が
る
戦
前
の
教
育
シ
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ス
テ
ム
へ
の
反
省
か
ら
、
教
育
に
対
す
る
政
治
と
行
政
の
「
不
当
な

支
配
」
を
禁
止
し
た
。
二
〇
〇
六
年
に
教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
た

際
も
教
育
に
対
す
る
「
不
当
な
支
配
」
の
禁
止
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
条
例
案
の
策
定
過
程
を
通
し
て
、
政
治
に
よ
る
強

引
な
介
入
は
明
確
だ
。
維
新
の
会
は
、
衆
院
選
向
け
の
公
約
「
維
新

八
策
」
に
教
育
委
員
制
度
廃
止
を
実
質
的
に
先
取
り
し
た
教
育
改
革

案
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

条
例
案
は
三
月
二
三
日
、
府
議
会
で
可
決
さ
れ
、
市
議
会
で
は
審

議
不
十
分
で
継
続
審
議
に
な
っ
た
。
橋
下
人
気
に
あ
や
か
っ
て
国
や

各
地
の
政
治
家
た
ち
が
こ
れ
を
模
倣
し
て
い
け
ば
、
日
本
の
公
教
育

は
破
壊
さ
れ
、
教
育
は
荒
廃
の
一
途
を
た
ど
り
か
ね
な
い
。

新
自
由
主
義
的
教
育
観
の
破
綻

こ
の
教
育
基
本
条
例
の
理
念
そ
の
も
の
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の

で
は
な
い
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
十
分
に
対
応
で
き
る
人
材
育
成
」

に
向
け
て
「
選
択
の
自
由
」「
競
争
原
理
」
そ
し
て
「
自
己
責
任
」
を

求
め
る
新
自
由
主
義
教
育
観
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
教
育
こ

そ
が
将
来
の
国
の
競
争
力
を
高
め
る
」
と
大
胆
な
競
争
主
義
を
導
入

し
た
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
、
二
〇
〇
二
年
に
ブ
ッ
シ
ュ
米

国
大
統
領
が
打
ち
出
し
た
「
落
ち
こ
ぼ
れ
ゼ
ロ
法
」（
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｂ
＝

N
o Child Left Behind

法
）
を
後
追
い
し
て
い
る
。

米
国
は
こ
の
「
落
ち
こ
ぼ
れ
ゼ
ロ
法
」
に
よ
っ
て
公
立
学
校
の
教

育
水
準
を
底
上
げ
し
よ
う
と
、
全
米
で
小
学
四
年
生
と
中
学
二
年
生

に
数
学
と
国
語
の
一
斉
の
全
米
学
力
テ
ス
ト
を
義
務
付
け
た
。
そ
の

テ
ス
ト
の
結
果
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表
し
、
学
校
間
の
競

争
を
促
し
、
生
徒
は
よ
り
良
い
学
校
に
転
校
で
き
る
権
利
が
認
め
ら

れ
た
。
そ
し
て
成
績
が
上
が
ら
な
い
学
校
は
、
教
員
を
入
れ
替
え
た

り
、
廃
校
に
な
っ
た
り
し
た
。

今
年
一
月
、
毎
日
放
送
が
特
集
番
組
で
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
と

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
「
一
〇
年
後
の
現
状
」
を
紹
介
し
て
い
た

が
、
一
時
的
に
は
学
校
の
雰
囲
気
は
変
わ
り
、
学
力
は
向
上
し
た
面

も
あ
っ
た
も
の
の
、
一
〇
年
経
っ
て
み
る
と
、
学
校
の
リ
ス
ト
ラ
や

教
員
の
整
理
解
雇
に
重
点
が
シ
フ
ト
し
、
教
員
不
足
か
ら
教
育
環
境

が
悪
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
逆
に
学
力
低
下
を
招
い
て
い
る

面
も
あ
る
と
い
う
。
同
法
制
定
に
か
か
わ
っ
た
教
育
学
者
、
ダ
イ
ア

ン
・
ラ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
教
授
は
大
阪
の
条
例

案
の
英
訳
を
読
み
、「
罰
・
罰
・
罰
」
と
い
う
印
象
で
、「
自
分
が
教

員
な
ら
、
こ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
。

そ
し
て
米
国
の
教
育
改
革
の
結
果
に
つ
い
て
、
ラ
ビ
ッ
チ
教
授
は

「
学
校
の
ラ
ン
ク
つ
け
は
下
位
の
子
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
、
や
る
気

を
失
わ
せ
た
」「
テ
ス
ト
の
た
め
の
教
育
が
広
が
り
、
か
え
っ
て
自
分

で
考
え
る
カ
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
を
あ
げ
、「
競
争
に
よ
る

学
校
や
教
員
の
淘
汰
は
行
き
詰
ま
る
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
教
訓
で
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す
」
と
い
う
（
二
〇
一
二
年
三
月
四
日
朝
日
）。

こ
の
市
場
型
教
育
改
革
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
一
九
八
三
年
、

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
政
権
の
と
き
の
レ
ポ
ー
ト
「
危
機
に
立
つ
国
家
」

だ
と
い
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
学
生
の
学
力
低
下
と
教
育
の
質
の
低

さ
を
指
摘
し
、
世
界
市
場
に
お
け
る
国
家
失
墜
の
危
機
を
訴
え
る
も

の
で
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
市
場
原
理
に
基
づ
き
規
制
緩
和
、
民
営

化
な
ど
の
経
済
的
観
点
か
ら
教
育
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
チ
ャ
ー

タ
ー
ス
ク
ー
ル
や
バ
ウ
チ
ャ
ー
な
ど
の
学
校
選
択
制
、
教
員
の
能
力

給
制
度
、
少
人
数
学
級
制
な
ど
が
導
入
さ
れ
た
の
だ
。
国
の
競
争
力

向
上
の
た
め
に
生
徒
の
学
力
を
伸
ば
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
施
策

は
、
最
終
的
に
は
成
果
を
測
る
た
め
に
テ
ス
ト
の
点
数
に
依
存
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
ひ
い
て
は
教
育
と
い
う
も
の
を
経
済
的
な
視
点
か
ら

だ
け
と
ら
え
、
と
て
も
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

大
阪
市
内
で
二
月
二
六
日
に
開
か
れ
た
「
教
育
基
本
条
例
推
進
の

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ン
グ
」
で
松
井
一
郎
大
阪
府
知
事
と
並
ん
で
壇
上
に

あ
が
っ
た
の
は
、
安
部
晋
三
元
首
相
と
新
自
由
主
義
改
革
を
推
進
し

て
い
る
「
日
本
教
育
再
生
機
構
」
の
八
木
秀
次
理
事
長
の
二
人
。
そ

の
条
例
案
の
思
想
的
な
源
流
は
明
ら
か
だ
。
安
部
元
首
相
ら
は
、「
愛

国
心
」
や
「
道
徳
教
育
」
を
め
ぐ
る
教
育
基
本
法
改
正
の
影
響
が
各

地
域
に
十
分
に
広
が
っ
て
い
な
い
現
状
か
ら
「（
維
新
の
会
の
）
創
造

的
破
壊
力
に
賭
け
る
し
か
な
い
」
と
強
調
。
橋
下
氏
も
の
ち
に
「
維

新
八
策
」
を
通
し
て
「
教
育
で
は
安
倍
政
権
の
教
育
再
生
と
同
じ
こ

と
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
説
明
し
た
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
改
革
も
ブ
ッ
シ
ュ
の
「
落
ち
こ
ぼ
れ
ゼ
ロ
法
」
も
、

元
を
た
だ
せ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
世
界
一
の
教
育
水
準
を
達
し

た
日
本
の
教
育
に
追
い
つ
け
と
ば
か
り
に
始
ま
っ
た
と
も
い
え
な
く

も
な
い
。
新
自
由
主
義
的
教
育
観
が
破
綻
し
、
歪
み
が
出
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
、
大
阪
で
何
周
遅
れ
か
で
そ
れ
を
推
進
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
時
代
錯
誤
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

大
阪
は
日
本
の
縮
図

大
阪
は
、
経
済
格
差
が
拡
大
、
深
刻
化
し
て
い
る
日
本
の
縮
図
と

も
い
え
る
。
学
力
を
ど
う
考
え
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
が
あ
る

が
、
文
部
科
学
省
の
全
国
学
力
テ
ス
ト
に
よ
る
と
、
一
九
六
四
年
に

大
阪
府
は
全
国
六
位
（
小
学
校
六
年
、
国
語
）
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八

年
に
は
四
五
位
（
同
）
と
な
り
、
最
下
位
ク
ラ
ス
を
低
迷
し
て
い
る
。

こ
の
四
〇
年
余
、
大
阪
の
子
ど
も
た
ち
の
学
力
の
落
ち
込
み
は
、
現

実
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

特
に
気
に
な
る
の
は
、
無
回
答
（
白
紙
提
出
）
の
割
合
が
高
く
、
学

び
か
ら
逃
げ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
多
さ
だ
。
加
え
て
自
己
肯
定
感

の
低
さ
も
目
を
引
き
、
子
ど
も
た
ち
が
教
師
や
親
か
ら
認
め
ら
れ
る

機
会
が
少
な
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
原
因
と
し
て

離
婚
率
の
高
さ
、
持
ち
家
率
の
低
さ
、
朝
食
を
食
べ
て
こ
な
い
子
の
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多
さ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
教
育
社
会
学
者
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
を
め

ぐ
る
厳
し
い
生
活
環
境
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
方
の
教
師
た
ち
は
疲
れ
き
っ
て
い
る
。
大
阪
市
内
の
教

師
の
休
職
率
は
全
国
平
均
の
二
倍
。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
精
神
疾
患

率
は
、
全
国
平
均
の
三
倍
に
も
及
ぶ
。
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
番
組
「
朝

ま
で
生
テ
レ
ビ
」
で
同
席
し
た
橋
下
市
長
に
こ
の
デ
ー
タ
を
提
示
す

る
と
、
橋
下
市
長
は
す
ぐ
さ
ま
「
市
職
員
の
病
気
休
職
制
度
の
全
面

見
直
し
」
を
打
ち
出
し
た
。「
こ
の
（
病
気
休
職
）
制
度
を
悪
用
し
よ

う
も
の
な
ら
、
税
の
詐
取
だ
。
分
限
免
職
を
適
用
し
て
い
く
」
と
、

休
職
申
請
時
に
ど
の
医
師
か
ら
ど
ん
な
診
断
書
が
出
さ
れ
た
の
か
、

精
査
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
。
教
師
の
休
職
率
が
高
い
の

は
、
そ
れ
だ
け
税
金
を
も
ら
っ
て
サ
ボ
ろ
う
と
し
て
い
る
先
生
が
多

い
と
捉
え
、
管
理
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
く
橋
下
市
長
の
感
覚
に
驚

か
さ
れ
る
。
公
務
員
へ
の
不
信
感
は
徹
底
し
て
い
る
。

し
か
し
、
大
阪
の
子
ど
も
た
ち
の
学
力
低
迷
を
招
い
た
責
任
を
教

師
だ
け
に
押
し
付
け
る
の
は
酷
な
話
だ
。
さ
ら
に
教
師
た
ち
を
ア
メ

と
ム
チ
で
追
い
立
て
れ
ば
、
改
善
に
向
か
う
も
の
で
も
な
い
。
子
ど

も
た
ち
の
学
力
を
上
げ
る
に
は
、
ま
ず
は
教
師
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
子
ど
も
の
「
学
び
」
へ
の
意
欲
を
高
め
な
く
て
は
い
け
な
い
は

ず
だ
。
そ
れ
に
は
学
校
に
「
の
び
や
か
」
な
空
気
を
取
り
戻
し
、
教

員
を
増
員
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
支
援
に
粘
り
強
く
取
り
組
ま

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

地
域
の
教
育
力
を
い
か
に
再
生
さ
せ
る
か

大
阪
の
教
育
に
対
す
る
住
民
の
不
満
の
高
ま
り
を
受
け
、
橋
下
市

長
が
「
住
民
主
体
の
学
校
づ
く
り
」
を
掲
げ
る
の
は
当
然
で
も
あ
る
。

そ
の
論
理
は
簡
単
で
、
そ
の
民
意
を
教
育
行
政
に
反
映
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
つ
き
る
が
、
そ
の
民
意
の
”反
映
“が
民
意
の
”圧
力
“に
す

り
替
わ
る
危
険
性
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「（
民
意
か
ら
離
れ
た
）
教
育
委
員
会
制
度
も
一
か
ら
作
り
直
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
。
こ
れ
は
官
僚
で
は
無
理
。
政
治
で
や
る
し

か
な
い
」。

教
育
行
政
が
制
度
疲
労
し
て
い
る
と
い
う
橋
下
市
長
の
指
摘
に
共

感
で
き
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
私
自
身
、
二
〇
一
一
年
二
月
ま
で

四
年
間
、
大
阪
市
教
育
委
員
を
務
め
、
形
骸
化
し
て
い
る
教
育
委
員

会
制
度
の
実
態
や
矛
盾
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
合
議
制

の
教
育
委
員
会
が
決
定
し
て
事
務
局
に
指
示
す
る
建
前
だ
が
、
非
常

勤
の
教
育
委
員
が
月
二
、
三
回
程
度
の
会
議
で
教
育
行
政
に
十
分
に

目
配
り
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
結
局
、
事
務
局
か
ら
出
さ
れ
た
事
柄

を
追
認
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
。

で
は
、教
育
委
員
会
制
度
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
ま
ず
は
教
育

委
員
を
常
勤
化
し
、そ
の
教
育
委
員
は
学
校
現
場
を
丁
寧
に
回
っ
て
住

民
の
要
望
を
受
け
止
め
る
。
夜
間
の
教
育
委
員
会
議
を
開
い
て
住
民

に
公
開
し
、「
開
か
れ
た
運
営
」
に
努
め
、
教
育
委
員
会
の
一
層
の
活
性

化
を
図
る
べ
き
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
し
、
政
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治
に
よ
る
直
接
的
な
介
入
の
道
を
開
く
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
。

政
治
家
は
、
目
先
の
政
治
的
成
果
を
求
め
が
ち
で
、
性
急
な
教
育

改
革
は
「
制
度
を
変
え
た
」
と
い
う
実
績
と
し
て
選
挙
に
利
用
さ
れ

か
ね
な
い
。
首
長
が
変
わ
る
た
び
に
教
育
目
標
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る

よ
う
な
制
度
の
も
と
で
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

教
育
施
策
は
、
多
く
の
教
育
実
践
や
検
証
を
踏
ま
え
て
生
ま
れ
る
も

の
で
、
地
に
足
が
着
か
な
い
教
育
論
は
子
ど
も
た
ち
を
不
幸
に
す

る
。
教
育
の
政
治
的
中
立
性
を
守
る
う
え
で
”緩
衝
的
存
在
“
と
し

て
教
育
委
員
会
制
度
（
合
議
制
）
は
維
持
し
た
ほ
う
が
い
い
。

ま
た
条
例
案
で
は
、
民
意
を
学
校
に
反
映
す
る
た
め
に
「
学
校
協

議
会
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
委
員
に
学
校
の
評
価
、
教
員
の
授
業
の

評
価
を
求
め
て
い
る
。
原
案
に
あ
っ
た
教
員
を
相
対
評
価
し
て
Ｄ
評

価
（
下
位
五
％
）
が
二
年
続
け
ば
、
分
限
免
職
の
対
象
に
な
る
項
目

は
修
正
案
で
削
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
住
民
か
ら
の
「
教
師
の
不
適

格
性
を
申
し
立
て
る
権
利
」
を
認
め
て
い
る
。

学
校
運
営
で
親
が
発
言
で
き
る
の
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
。
た
だ

こ
こ
数
十
年
、
親
の
権
利
意
識
が
拡
大
し
子
ど
も
へ
の
期
待
が
増
加

す
る
一
方
、
教
師
へ
の
尊
敬
、
信
頼
感
が
低
下
し
、
学
校
を
め
ぐ
る

環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
条
例
案
に
は
、
住
民
が
教
師
を
評

価
し
、
と
き
に
は
排
除
で
き
る
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ま
せ
て
い
る

が
、
学
校
を
め
ぐ
っ
て
本
来
、
教
師
と
生
徒
、
保
護
者
を
「
分
断
・
敵

対
」
関
係
を
前
提
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
、
互
い
に
「
連
帯
」
し
、
協
力
し
あ
う
関
係
に
よ
っ
て
学
校
の

運
営
を
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

消
費
者
主
義
を
超
え
て
、
教
育
自
治
を

橋
下
市
長
の
支
持
率
は
七
〇
％
に
達
し
て
い
る
と
い
う
（
二
月
二

一
日
朝
日
新
聞
・
朝
日
放
送
合
同
調
査
）。
稀
代
の
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
（
道
化
師
）
と
し
て
登
場
し
、「
う
っ
ぷ
ん
晴
ら
し
」
を
求
め
る

時
代
の
情
念
を
吸
収
し
て
モ
ン
ス
タ
ー
と
化
し
た
橋
下
市
長
。
生
活

の
苦
し
さ
や
子
ど
も
の
教
育
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
悩
み
、
怒
り
、
な
ん

と
か
し
て
ほ
し
い
と
感
じ
て
い
る
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
橋
下
市

長
は
あ
た
か
も
そ
れ
ら
を
解
決
し
て
く
れ
る
「
救
世
主
」
の
よ
う
だ
。

「
君
が
代
起
立
斉
唱
」
の
強
制
を
主
張
す
る
橋
下
市
長
を
支
持
す
る

人
た
ち
の
心
情
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
橋
下
批
判
も
届
か
な
い
し
、
現
実
を
変
え
る

力
に
な
り
え
な
い
。

人
は
、
貧
困
な
状
態
に
お
か
れ
る
ほ
ど
、
自
信
を
失
っ
て
い
く
。

い
ろ
ん
な
こ
と
を
達
成
し
て
い
く
力
も
意
欲
も
な
く
な
る
。
そ
ん
な

人
た
ち
が
一
番
て
っ
と
り
早
く
自
信
の
持
つ
た
め
に
「
自
分
は
日
本

人
で
あ
る
」
こ
と
を
自
慢
の
種
に
し
が
ち
だ
。
多
く
の
人
は
日
本
国

籍
を
も
つ
親
の
も
と
に
生
ま
れ
、
何
の
苦
労
も
な
く
日
本
人
と
な
れ

る
。
だ
が
、
そ
う
で
な
い
人
は
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
な
か
な
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か
日
本
人
に
は
な
れ
な
い
。
そ
ん
な
貧
困
化
し
、
孤
立
し
た
人
た
ち

が
「
日
本
の
公
務
員
な
ら
ル
ー
ル
を
守
れ
」
と
い
う
橋
下
市
長
の
主

張
に
同
意
し
、
熱
狂
し
て
い
く
う
ち
に
、
社
会
全
体
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
空
気
が
満
ち
て
い
く
。「
橋
下
現
象
」
と
い
わ
れ
て
い

る
状
況
そ
の
も
の
が
大
阪
の
危
機
で
あ
り
、
日
本
の
危
機
で
あ
り
、

教
育
の
悪
夢
で
も
あ
る
。
大
阪
の
教
育
条
例
が
制
定
さ
れ
れ
ば
、
学

校
の
管
理
・
統
制
が
強
化
さ
れ
、
学
校
か
ら
ま
す
ま
す
「
伸
び
や
か

な
」
空
気
が
失
わ
れ
て
い
き
か
ね
な
い
。

今
後
の
改
革
の
方
向
を
探
る
と
き
、「
テ
ス
ト
で
評
価
し
、
教
員
へ

罰
を
与
え
る
」
な
ど
の
一
般
受
け
を
狙
う
の
で
は
な
く
、「
教
育
の
底

上
げ
」
と
い
う
地
道
な
方
策
を
選
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
本
当
の
教
育
の

活
力
の
源
泉
は
、「
勉
強
が
わ
か
る
、
そ
し
て
自
信
を
持
ち
、
喜
び
、

感
動
す
る
」
内
面
の
ド
ラ
マ
を
大
切
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の

た
め
に
教
育
は
ま
ず
、
管
理
・
統
制
に
よ
ら
ず
、 

教
師
た
ち
の
主
体

性
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
自
治
意
識
を
も
と
に
、
相
互
研
鑽
を
重
ね
て
い

く
こ
と
が
も
っ
と
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
い
う
と
、
教
師
不
信
に
満
ち
た
橋
下
市
長
は
「
そ
ん
な
教
育

に
だ
れ
が
責
任
を
と
る
の
か
」
と
反
論
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
学
力
テ

ス
ト
の
成
績
公
開
、
学
校
選
択
の
自
由
に
よ
る
市
場
原
理
に
合
理
性

の
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
学
校
は
教
育
サ
ー
ビ

ス
機
関
で
、「
教
育
＝
商
品
」
と
み
な
し
、
消
費
者
と
し
て
の
親
の
欲

求
に
応
え
て
い
く
方
向
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
例
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

公
教
育
は
崩
壊
し
か
ね
な
い
。

個
人
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
欧
米
と
は
異
な
り
、
日
本
に
は
地
域

社
会
、
共
同
性
に
根
差
し
た
独
自
の
学
校
文
化
が
あ
る
。「
３
・
11
」

以
後
、
ど
ん
な
社
会
を
形
成
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
経
済
格
差
に

も
と
づ
く
子
ど
も
た
ち
の
貧
困
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。
競

争
に
勝
て
る
人
間
に
な
り
、
貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
だ
け

の
狭
い
教
育
観
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
難
問
は
解
け
な
い
は
ず

だ
。
こ
れ
か
ら
の
公
教
育
は
、
消
費
者
主
義
や
個
人
主
義
的
な
価
値

観
を
超
え
て
、「
新
た
な
公
共
性
」
を
探
り
な
が
ら
、
社
会
形
成
の
礎

を
築
い
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
。

い
ま
は
、
な
に
よ
り
も
教
育
の
現
状
に
不
満
を
も
つ
人
び
と
を
突

き
放
す
の
で
は
な
く
、
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
、
対
話
を
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
住
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
受
け
止
め
、
教
師
た

ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
し
て
い
る
と
の
共
感
が
得
ら
れ
た
と
き
、

多
く
の
市
民
た
ち
が
味
方
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
大
事
な
こ
と

は
、
単
に
橋
下
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
国
を
ど
の
よ
う
な
教
育

を
と
お
し
て
夢
と
希
望
に
満
ち
た
国
に
し
て
い
く
の
か
。
そ
れ
を
徹

底
し
て
考
え
、
提
案
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

い
け
だ
・
と
も
た
か

一
九
四
九
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
七
三
年
毎
日
新
聞
社
入
社
。
阪
神
支
局
、
大
阪

社
会
部
、
京
都
支
局
、
学
芸
部
副
部
長
、
社
会
部
編
集
委
員
な
ど
を
経
て
論
説
委
員
（
大
阪
在
勤
）。
余
録
な

ど
担
当
。
現
在
、
関
西
大
学
、
同
志
社
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
［
関
西
芸
術
文
化
振
興
会
」
理
事
。

二
〇
〇
八
年
一
一
月
か
ら
一
〇
年
一
一
月
ま
で
大
阪
市
教
育
委
員
会
委
員
長
を
務
め
る
。


