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平
成
１
３
年
度
末
の
「
地
対
財
特
法
」
の

失
効
に
よ
り
、
特
別
措
置
と
し
て
の
同
和
対

策
事
業
の
前
提
と
な
る
「
地
区
指
定
」
は
な

く
な
り
、
現
在
で
は
、
同
和
対
策
事
業
の
対

象
と
し
て
の
地
域
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
ま
す
。

(

大
阪
府
教
委

民
権
連
に
回
答

２
０
１
６
年
１
月
21
日)
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Ｑ
１
「
部
落
問
題
」
と
は
何
で
す
か
。

Ａ
１

部
落
問
題
は
封
建
時
代
の
残
り
も
の
で
す
。

江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
封
建
社
会
は
身
分
を
も
と
に
す
る
社
会
で
し
た
。
明
治
以
後
の
日
本
の
近
代
化
の

中
で
も
、
地
域
社
会
の
中
で
は
江
戸
時
代
の
賤
民
身
分
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
さ
れ
た
一
部
の
地
域
が
社
会
的

差
別
を
う
け
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
差
別
の
解
消
を
め
ざ
す
運
動
が
大
き
く
広
が
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
皇
族
・
華
族
・
士
族
な
ど
の
新
し
い
身
分
制
度
、
地
主
制
度
、
戸
主
制
度
な

ど
半
ば
封
建
的
な
体
制
の
も
と
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
が
現
代
の
部
落
問
題
と
い
わ
れ
た
問
題
で
す
。

戦
後
、
日
本
国
憲
法
の
成
立
と
国
民
の
民
主
主
義
的
意
識
の
高
ま
り
の
中
で
、
部
落
問
題
は
解
決
に
大
き
く

道
を
開
き
ま
し
た
。

１
９
６
９
年
か
ら
始
ま
っ
た
特
別
対
策
事
業
は
国
地
方
自
治
体
あ
わ
せ
て
15
兆
円
が
投
入
さ
れ
、
日
本
の
高

度
経
済
成
長
と
と
も
に
地
域
の
状
況
を
一
変
し
ま
し
た
。

劣
悪
な
地
域
の
環
境
は
改
善
さ
れ
、
周
辺
地
域
と
の
格
差
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
結
婚
や
進
学
・
就
職
も
大

き
く
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
居
住
す
る
人
々
の
入
れ
替
わ
り
も
激
し
く
、
誰
が
従
来
か
ら
の
居
住
者
か
、
誰
が
そ

う
で
な
い
か
も
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

国
民
の
意
識
も
封
建
的
な
意
識
か
ら
は
大
き
く
変
化
し
、
昔
の
身
分
を
意
識
す
る
人
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
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Ｑ
２

「
部
落
問
題
」
の
解
決
と
は
何
で
す
か
。

Ａ
２

部
落
問
題
の
解
決
と
は
出
身
を
意
識
し
な
い
こ
と
。

今
、
「
地
区
」
指
定
も
な
く
な
り
、
分
け
へ
だ
て
す
る
も
の
は
い
っ
さ
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ふ
だ
ん
の
暮
ら
し

を
は
じ
め
、
結
婚
や
就
職
に
お
い
て
も
ご
先
祖
が
江
戸
時
代
の
ど
ん
な
身
分
だ
っ
た
か
、
門
地(

家
柄
・
血
筋)

な
ど
を
意
識
し
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
ご
先
祖
の
こ
と
を
話
さ
れ
て
も
「
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
」
で
終
わ

る
話
で
す
。
「
私
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
ま
で
は
知
っ
て
る
け
ど
、
そ
の
先
は
知
ら
ん
」
と
い
う

人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
友
人
や
知
人
、
家
族
の
出
身
を
ま
っ
た
く
気
に
し
な
い
時
代
に
な
っ
て

い
ま
す
。
出
自
な
ん
か
意
識
し
な
い
、
「
そ
ん
な
こ
と
関
係
な
い
わ
」
、
「
誰
も
が
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る

こ
と
が
大
事
や
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
日
に
お
い
て
は
、
国
籍
・
民
族
・
性
別
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
常
識
と
な
っ
て
い
ま
す
。

部
落
問
題
の
解
決
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
だ
偏
見
や
誤
解
を
持
つ
人
は
い
ま
す
。
し
か
し
社
会
と
し
て
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
わ
り
の
人
が
た
し
な
め
る
社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
偏
見
や
差
別
を
押
し
通
す
人
間
は
、

ま
と
も
な
人
間
と
し
て
相
手
に
さ
れ
ま
せ
ん
。

21
世
紀
の
日
本
で
は
社
会
問
題
と
し
て
の
部
落
問
題
は
基
本
的
に
解
決
し
て
い
ま
す
。
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Ｑ
３

「
部
落
」
「
被
差
別
部
落
」
「
同
和
地
区
」
は
今
も
あ
る
の
で
す
か
。

Ａ
３

大
阪
府
教
委
「
生
徒
か
ら
聞
か
れ
た
と
し
て
も
『
今
は
も
う
な
い
よ
』
と
い
う
」

教
科
書
に
は
「
被
差
別
部
落
」
「
同
和
地
区
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
こ
の
出
身
者
は
「
今
も
な
お
」
差
別
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に

書
い
て
い
ま
す
。

今
は
も
う
「
部
落
」
「
被
差
別
部
落
」
「
同
和
地
区
」
は
あ
り
ま

せ
ん
。

大
阪
府
教
育
委
員
会
も
「
生
徒
か
ら
聞
か
れ
た
と
し
て
も
『
今
は

も
う
な
い
よ
』
と
い
う
」
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
ま
す
。
大
阪
市
教

育
委
員
会
も
「
な
い
と
い
い
ま
す
」
と
即
答
し
て
い
ま
す
。

教
科
書
の
記
述
は
事
実
を
ふ
ま
え
て
い
ま
せ
ん
。
資
料
も
20
世
紀

の
も
の
が
多
く
時
代
錯
誤
で
す
。

困
っ
た
こ
と
で
す
。
教
科
書
も
ま
ち
が
う
と
い
う
一
つ
の
例
で
す
。

か
つ
て
特
別
対
策
を
す
す
め
る
た
め
に
、
行
政
が
地
域
を
指
定
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
事
業
の
た
め
の
線
引
き
で
あ
り
、

「
こ
こ
は
部
落
」
と
行
政
が
認
定
し
た
も
の
と
誤
解
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
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中
学
校

公
民
教
科
書
の
記
述
は
時
代
錯
誤
。
恐
怖
を
育
て
る
。

教
育
出
版
「
結
婚
や
就
職
の
際
に
身
元
を
調
べ
ら
れ
、
被
差
別
部
落
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、

婚
約
や
採
用
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
今
で
も
あ
り
ま
す
」
p
45

清
水
書
院
「
被
差
別
部
落
の
出
身
者
が
就
職
や
結
婚
を
こ
と
わ
ら
れ
た
り
、
周
囲
か
ら
迫
害
を
う
け
る
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
」(

即
注)

「
こ
ん
に
ち
ま
で
実
生
活
上
の
差
別
が
残
さ
れ
て
い
る
」
p
42

育
鵬
社

「
今
日
で
も
結
婚
な
ど
の
と
き
の
障
害
に
な
っ
た
り
」
。
本
文
は
「
対
象
地
域
」
p
69
。
コ
ラ
ム

は
「
被
差
別
部
落
」
p
70
。

帝
国
書
院
「
部
落
差
別
と
は
，
被
差
別
部
落
の
出
身
者
に
対
す
る
差
別
」
「
現
在
も
ま
だ
，
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
差
別
や
偏
見
が
あ
り
ま
す
」
p
44

東
京
書
籍
「
部
落
差
別
と
は
，
被
差
別
部
落
の
出
身
者
に
対
す
る
差
別
の
こ
と
で
，
同
和
問
題
と
も
い
い
ま

す
」
「
そ
の
後
も
就
職
，
教
育
，
結
婚
な
ど
で
差
別
は
続
き
ま
し
た
。
」
「
し
か
し
，
現
在
で
も
差
別

は
続
い
て
お
り
」
p
46

日
本
文
教
出
版
「
権
利
や
自
由
が
，
被
差
別
部
落
の
出
身
者
に
対
し
て
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

さ
し
ま
す
」
「
し
か
し
今
な
お
，
就
職
や
結
婚
な
ど
で
差
別
が
み
ら
れ
ま
す
」
p
52

※
ど
の
教
科
書
も
資
料
と
し
て
同
対
審
答
申(

１
９
６
５
年)
を
掲
載
。
掲
載
部
分
に
蔑
称
を
含
む
例
も
あ
る
。



Ｑ
４

「
当
事
者
」
「
部
落
民
」
「
同
和
地
区
出
身
者
」
は
ど
ん
な
人
で
す
か
。

Ａ
４

そ
ん
な
人
は
い
ま
せ
ん
。

大
阪
府
教
委
は
「
誰
が
地
区
出
身
者
か
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

自
分
で
名
乗
る
人
が
い
ま
す
。
で
も
、
ほ
ん
と
う
か
ど
う
か
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ご
先
祖
が
ど
ん
な
身

分
の
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
そ
れ
が
ど
う
し
た
ん
？
」
と
い
う
の
が
近
代
民
主
主
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

府
教
委
の
指
導
資
料
に
は
「
当
事
者
の
生
徒
、
そ
う
で
な
い
生
徒
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

自
分
で
名
乗
る
人
が
い
て
も
、
行
政
が
「
あ
な
た
は
当
事
者
」
他
の
子
は
「
そ
う
で
な
い
生
徒
」
と
認
定
し
て

も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
「
部
落
」
も
「
同
和
地
区
」
も
あ
り
ま
せ
ん
。
当
事
者
と
当
事
者
で
な
い
人
と
い
う

分
け
隔
て
を
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
人
間
と
し
て
協
力
共
同
し
あ
う
時
代
で
す
。
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５

同
和
問
題

生
徒
た
ち
が
自
ら
動
く
、
つ
な
が
る
同
和
問
題
学
習

当
事
者
の
生
徒
、
そ
う
で
な
い
生
徒
に

と
っ
て
も
同
和
問
題
を
契
機
に
自
己
の
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。(

教
材
・
指
導

案
集
「
人
権
教
育
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ

２
」
p
38

大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー)

５

同
和
問
題

「
学
ぶ
」
こ
と
の
意
味
を
考
え
る

◇
で
は
、
「
同
和
地
区
の
人
」
っ
て
、
誰
の
こ
と
を
さ
す

の
で
し
ょ
う
？

結
論

実
は
、
誰
も
答
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。(

略)

誰
が
「
同
和
地
区
の
人
」
な
の
か
、
誰

も
説
明
で
き
な
い
の
で
す
。(

同
「
人
権
教
育
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ

４
」
p
91)



Ｑ
５

部
落
差
別
は
い
つ
、
ど
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
か
。

Ａ
５

明
治
以
後
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
が
崩
れ
た
中
で
、
旧
身
分
を
理
由
に
一
部
の

地
域
が
社
会
的
差
別
を
う
け
て
い
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
で
す
。

同
対
審
答
申(
１
９
６
５
年)

で
は
「
こ
の
「
未
解
放
部
落
」
ま
た
は
「
同
和
関
係
地
区
」
（
以
下
単
に
「
同

和
地
区
」
と
い
う
。
）
の
起
源
や
沿
革
に
つ
い
て
は
、
人
種
的
起
源
説
、
宗
教
的
起
源
説
、
職
業
的
起
源
説
、

政
治
的
起
源
説
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
審
議
会
は
、
こ
れ
ら
同
和
地
区
の
起
源
を
学
問
的
に
究
明

す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
世
人
の
偏
見
を
打
破
す
る
た
め
に
は
っ
き
り
断
言
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
同
和
地
区
の
住
民
は
異
人
種
で
も
異
民
族
で
も
な
く
、
疑
い
も
な
く
日
本
民
族
、

日
本
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。

明
治
以
後
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
が
崩
れ
た
中
で
、
旧
身
分
を
理
由
に
一
部
の
地
域
が
社
会
的
差
別
を
う
け

て
い
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
で
す
。
「
賤
民
」
身
分
の
歴
史
と
し
て
中
世
の
「
河
原
者
」
か
ら
の
つ
な
が
り
を
主

張
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
幕
府
が
作
っ
た
と
い
う
「
政
治
起
源
説
」

や
「
宗
教
起
源
説
」
を
主
張
す
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
し
て
個
々
の
地
域
の
成
り
立
ち
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。
い
つ
頃
史
料
に
出
て
く
る
と
言
え
て

も
、
始
ま
り
が
何
か
特
定
で
き
る
地
域
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

人
権
教
育
と
称
し
て
小
学
校
で
室
町
時
代
の
河
原
者
の
学
習
に
１
時
間
か
け
る
と
い
う
大
阪
府
教
育
セ
ン
タ
ー

の
指
導
計
画
は
子
ど
も
た
ち
に
ま
っ
た
く
歪
ん
だ
歴
史
像
を
育
て
る
も
の
で
す
。
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Ｑ
６
「
部
落
問
題
学
習
」
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
６

学
校
が
部
落
問
題
を
意
識
さ
せ
て
い
ま
す
。
教
え
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

特
別
対
策
法
終
了
か
ら
14
年
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は
特
別
法
時
代
を
知
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
や
市
民
の

暮
ら
し
の
中
に
部
落
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
部
落
」
を
意
識
し
て
生
活
し
て
い
ま
せ
ん
。
知
ら
な
く
て
も
困

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
の
調
査
結
果
を
見
て
も
、
子
ど
も
が
部
落
問
題
に
出
会
う
の
は
学
校
の
授
業
と

い
う
の
が
多
数
で
す
。
学
校
が
部
落
を
意
識
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
部
落
問
題
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

解
決
し
な
い
問
題
と
認
識
さ
せ
て
い
ま
す
。

２
０
１
０
年
の
大
阪
府
民
意
識
調
査
分
析
編
で
も
「
『
同
和
問
題
は
知
ら
な
い
』
と
い
う
人
の
人
権
意
識
が

低
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
て
い
ま
す(

p
53)

。

「
部
落
問
題
学
習
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
賤
民
身
分
の
歴
史
だ
け
を
時
間
を
か
け
て
教
え
た
り
、

食
肉
・
皮
革
・
ゴ
ミ
収
集
・
太
鼓
な
ど
を
教
材
に
し
た
り
す
る
な
ど
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
現
代
の
部
落
問
題
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
逆
に
、
賤
民
や
食
肉
・
皮
革
が
地
域
と
関
わ
り
が
あ
る
か

の
よ
う
な
先
入
観
を
持
ち
込
む
も
の
と
言
え
ま
す
。

小
学
校
の
教
科
書
か
ら
は
「
部
落
」
「
同
和
地
区
」
と
い
う
名
称
や
江
戸
時
代
の
賤
民
身
分
の
呼
称
が
姿
を

消
し
ま
し
た
。
府
教
委
の
人
権
教
育
指
導
資
料
集
の
小
学
校
向
け
か
ら
も
消
え
ま
し
た
。
言
葉
を
教
え
た
こ
と

で
子
ど
も
た
ち
が
口
に
し
て
、
そ
れ
を
ま
た
問
題
と
し
て
学
習
に
熱
中
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
断
ち
切
り
ま
し
ょ

う
。
も
う
21
世
紀
で
す
。
20
世
紀
の
遺
物
は
過
去
の
も
の
と
し
ま
し
よ
う
。
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Ｑ
７

歴
史
学
習
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
ら
い
い
で
す
か
。

Ａ
７

近
世
社
会
が
身
分
を
も
と
に
し
た
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
わ
か
る
こ

と
が
基
本
で
す
。
賤
民
身
分
だ
け
と
り
た
て
て
教
え
る
こ
と
は
歴
史
像
を
歪
め
ま

す
。

小
学
校
で
は
、
70
時
間
の
歴
史
学
習
で
賤
民
身
分
に
つ
い
て
ふ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

中
学
校
の
歴
史
教
育
は
、
は
じ
め
て
日
本
の
歴
史
を
世
界
の
歴
史
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
学
び
ま
す
。

人
類
の
誕
生
か
ら
現
代
ま
で
を
通
し
て
社
会
の
変
化
・
発
展
を
学
ぶ
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
階

級
と
か
身
分
と
い
う
こ
と
を
前
近
代
の
学
習
で
つ
か
み
と
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

幕
府
権
力
が
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
欠
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

織
豊
政
権
か
ら
幕
藩
体
制
の
も
と
で
、
武
士
と
百
姓
、
町
人
、
賤
民
と
い
う
よ
う
に
身
分
ご
と
に
わ
け
て
支

配
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
お
の
お
の
が
ど
ん
な
く
ら
し
を
し
て
い
た
の
か
、
身
分
と
職
業
・
居
住
地
は
一
体
の
も

の
と
し
て
固
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
た
た
か
い
が
日
常
の
生
産
活
動
を
含
め
て
展
開
さ
れ
た
事
実
を

知
る
こ
と
が
中
学
で
学
習
す
る
な
か
み
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
地
域
の
資
料
を
も
と
に
し
て
具
体
的
に
学
び
と
ら
せ
る
の
が
、
中
学
の
歴
史
教
育
で
す
。

賤
民
身
分
だ
け
を
と
り
た
て
て
教
え
る
こ
と
は
歴
史
像
を
歪
め
ま
す
。
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Ｑ
８

学
校
で
教
え
た
こ
と
が
逆
効
果
に
な
っ
た
の
は
本
当
で
す
か
。

Ａ
８

５
年
前
の
府
の
調
査
に
も
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

「
人
権
問
題
に
関
す
る
府
民
意
識
調
査
報
告
書
（
分
析
編
）
」
が
２
０
１
２
年
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
人
権
学
習
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
で
の
学
習
が
特
に
役
に
立
っ
た
（
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
）
と
回
答
し
た
人
に

お
い
て
有
意
な
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
。(

p
69)

▼
様
々
な
学
習
形
式
の
中
で
、
効
果
の
あ
る
学
習
形
式
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

(

p
31)

▼
「
差
別
意
識
は
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
る
」
と
認
識
し
て
い
る
人
の
人
権
意
識
が
高
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
「
同
和
問
題
は
知
ら
な
い
」
と
い
う
人
の
人
権
意
識
が
低
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。(

p
53)

▼
予
期
せ
ぬ
〝
効
果
〟
と
し
て
、
学
習
経
験
を
積
む
ほ
ど
、
『
就
職
差
別
や
結
婚
差
別
は
将
来
も
な
く
す
こ
と

は
難
し
い
』
と
い
う
悲
観
的
な
意
識
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

p
73
・
74)

「
予
期
せ
ぬ
〝
効
果
〟
」
と
は
白
々
し
い
も
の
で
す
。

１
９
９
０
年
の
府
民
意
識
調
査
で
も
、
小
中
学
校
で
解
放
教
育
読
本
「
に
ん
げ
ん
」
を
使
っ
て
学
習
し
た
者
、

大
学
で
部
落
問
題
学
習
を
し
た
者
、
人
権
啓
発
講
座
を
受
け
た
者
ほ
ど
、
部
落
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
府
民
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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Ｑ
９

食
肉
や
皮
革
の
産
業
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

Ａ
９

部
落
問
題
と
結
び
つ
け
て
扱
う
こ
と
は
、
誤
解
や
偏
見
を
育
て
ま
す
。

校
区
に
あ
る
産
業
を
、
子
ど
も
た
ち
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
学
ぶ
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
す
。
町
工
場
、

サ
ー
ビ
ス
業
、
農
業
、
商
業
な
ど
地
域
に
応
じ
て
取
り
あ
げ
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
の
地
域
の
仕
事
に
学
ぶ
こ
と
と
関
係
な
く
「
食
肉
」
「
皮
革
」
「
太
鼓
」
な
ど
を
人
権
と
結

び
つ
け
て
教
え
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
「
人
権
問
題
」
な
ん
だ
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
町
で
焼
肉
屋
さ
ん
を
見
て
「
被
差
別
部
落
」
と
関
連
さ
せ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
の
食
肉
産
業
や
皮
革
産
業
は
部
落
問
題
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
偏
見
の
な
い
子
ど
も
た
ち
に
、
昔

は
「
偏
見
が
あ
っ
た
」
と
教
え
た
と
こ
ろ
で
、
偏
見
を
学
校
が
語
り
継
ぐ
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
生
き
物
を
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由
を
あ
げ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
な

ら
塩
分
以
外
、
動
物
・
植
物
す
べ
て
生
き
物
を
食
べ
て
い
る
わ
け
で
、
牛
肉
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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Ｑ
10

地
域
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

Ａ
10

こ
こ
が
「
部
落
」
、
「
同
和
地
区
」
と
い
う
誤
解
を
育
て
ま
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
称
し
て
行
政
や
研
究
団
体
、
学
校
が
、
な
に
も
知
ら
な
い
人
を
連
れ
て
来
て
、
こ
こ

が
か
つ
て
の
「
部
落
」
「
同
和
地
区
」
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。

現
地
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
他
の
地
域
と
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
阪
府
の
調
査
で
も
生
ま

れ
た
時
か
ら
住
み
続
け
て
い
る
人
は
約
１
割
。
住
ん
で
い
る
か
ら
差
別
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
そ
ん
な
時
代
で
は
な
い
の
で
す
。

住
ん
で
い
る
人
の
思
い
、
「
私
た
ち
の
町
を
『
こ
こ
が
部
落
』
と
言
う
視
線
で
見
な
い
で
ほ
し
い
」
、
「
行

政
が
人
を
連
れ
て
見
に
来
る
の
は
も
う
や
め
て
ほ
し
い
」
「
私
た
ち
を
さ
ら
し
も
の
に
し
な
い
で
」
と
い
う
思

い
は
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
見
た
だ
け
で
は
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
、
現
地
で
聞
く
話
が
メ
イ
ン
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
話
す
人
は
肩
書
き
が
何
で
あ
っ
て
も
結
局
は
部
落
解
放
同
盟(

解
同)

の
立
場
に
た
つ
人
で
す
。

大
阪
で
は
行
政
は
そ
う
い
う
人
し
か
講
師
に
選
び
ま
せ
ん
。

逆
に
言
え
ば
、
部
落
解
放
同
盟
の
支
部
の
な
い
地
域
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
と
称
し
て
「
こ
こ
が

同
和
地
区
」
と
見
に
来
る
こ
と
な
ど
地
域
住
民
が
歓
迎
し
な
い
し
、
認
め
な
い
の
で
す
。

21
世
紀
に
な
っ
て
15
年
以
上
経
つ
の
に
ま
だ
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
大
阪
の
行
政
の
歪
み
を
示
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
「
こ
こ
が
か
つ
て
部
落
だ
っ
た
」
と
語
り
継
ぐ
こ
と
は
や
め
ま
し
よ
う
。

- 11 -



Ｑ
11

「
部
落
民
宣
言
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

Ａ
11

運
動
の
持
ち
込
み
で
、
公
教
育
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
部
落
民
」
と
は
現
在
、
部
落
解
放
同
盟
が
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
す
。
「
自
分
は
何
者
な
の
か
」
と
い
う

自
己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
）
に
か
か
わ
る
認
識
が
必
要
で
「
部
落
差
別
を
受
け
る
可
能
性
」
（
社
会

的
立
場
）
を
自
覚
し
、
部
落
民
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
引
き
受
け
る
と
い
う
主
体
の
確
立
の
問
題
だ
そ
う

で
す
。

(
参
考)

「
『
部
落
解
放
同
盟
綱
領
』
解
説
の
た
め
の
基
本
文
書
」

２
０
１
１
年
注)

。

「
部
落
差
別
を
受
け
る
可
能
性
」
と
い
う
恐
怖
心
を
子
ど
も
た
ち
に
育
て
る
こ
と
は
部
落
問
題
の
到
達
点
を

踏
ま
え
て
い
ま
せ
ん
。
「
部
落
民
宣
言
」
や
「
立
場
宣
言
」
と
い
う
形
で
部
落
解
放
同
盟
の
こ
の
考
え
方
を
教

育
に
持
ち
込
む
の
は
、
運
動
の
持
ち
込
み
で
あ
り
、
公
教
育
と
し
て
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

今
の
時
代
に
「
武
士
宣
言
」
や
「
公
家
宣
言
」
を
す
る
人
が
い
た
ら
、
周
り
の
人
は
び
っ
く
り
す
る
で
し
ょ

う
。
旧
身
分
に
こ
だ
わ
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
封
建
制
度
に
と
ら
わ
れ
た
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

- 12 -

民
権
連

「
部
落
民
宣
言
」
な
ど
特
定
の
運
動
を
学
校
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ
と

大
阪
市
教
委

公
教
育
を
担
う
者
と
し
て
、
特
定
の
主
義
主
張
に
偏
る
こ
と
な
く
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
学

校
教
育
と
し
て
の
教
育
活
動
と
特
定
の
立
場
に
立
つ
政
治
運
動
・
社
会
活
動
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
当

然

(

２
０
１
６
年
３
月
10
日

民
権
連
へ
の
回
答

大
阪
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載)

★
民
主
主
義
と
人
権
を
守
る
府
民
連
合(

民
権
連)

は
、
全
国
部
落
解
放
運
動
連
合
会
大
阪
府
連
が
前
身
。
部

落
問
題
解
決
の
到
達
点
を
踏
ま
え
、
運
動
体
の
名
称
か
ら
「
部
落
」
を
な
く
す
と
と
も
に
、
同
和
行
政
・
同
和

教
育
の
終
結
を
求
め
て
い
る
。
大
阪
教
職
員
組
合
と
一
貫
し
て
連
携
し
て
活
動
。



Ｑ
12

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
差
別
的
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
か
。

Ａ
12

学
校
で
は
現
実
に
憲
法(

人
権)

を
生
か
す
力
を
育
て
よ
う
。

府
教
委
な
ど
は
、
部
落
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
根
拠
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
記
述
を
あ
げ
ま
す
。

誰
が
書
い
た
か
わ
か
ら
な
い
落
書
き
と
同
じ
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
も
書
き
込
む
輩
が
い
ま
す
。
部
落

問
題
だ
け
で
な
く
見
る
の
も
は
ば
か
る
情
報
が
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
様
な
書
き
込
み
が
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
実
の
社
会
で
は
部
落
問
題
に
つ
い
て
の
無
責
任
な
言
動
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
言
動
を
す
る

人
は
ま
と
も
な
人
間
と
は
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
今
は
そ
う
い
う
時
代
で
す
。

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
の
よ
う
に
差
別
や
憎
悪
を
あ
お
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
社
会
的
経
済
的
権
力
な
ど

「
強
い
者
」
が
煽
る
競
争
社
会
の
も
と
で
、
個
人
が
自
己
責
任
と
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
学
校
で
は
、
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
の
現
実
に
ね
ざ
し
て
、
憲
法
が
掲
げ
る
基
本
的
人
権
の

大
切
さ
と
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
力
を
子
ど
も
た
ち
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
憲
法
が
掲
げ
る
理
想

を
実
現
し
て
い
く
主
権
者
と
し
て
子
ど
も
が
育
つ
よ
う
励
ま
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
た
ち
を
真
ん
中
に
保
護
者
や
地
域
住
民
と
手
を
つ
な
ぐ
実
践
を
通
じ
て
、
信
頼
と
協
力
の
輪
を
広
げ

て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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資
料

大
阪
府
は
、
今
日
で
は
、
旧
対
象
地
域
の
課
題
は
す
べ
て
が
部
落
差
別
の
結
果
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
調
査
す
る
こ
と
も
不
適
切
と
し
て
い
ま
す
。

旧
同
和
対
策
事
業
対
象
地
域
の
課
題
に
つ
い
て

―
実
態
把
握
の
結
果
及
び
専
門
委
員
の
意
見
を
踏
ま
え
て
―

平
成
28
年
１
月
22
日
大
阪
府
府
民
文
化
部
人
権
局

「
行
政
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
実
態
把
握
」
及
び
「
国
政
調
査
を
活
用
し
た
実
態
把
握
」
の
結
果
な
ら
び
に
専
門

委
員
か
ら
聴
取
し
た
意
見
か
ら
、
下
記
の
こ
と
が
推
認
で
き
る
。

○
対
象
地
域
で
見
ら
れ
る
課
題
の
現
れ
方
は
多
様
で
あ
り
、
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
対
象
地
域
と
同
様
の
課
題
の
集
中
が
、
対
象
地
域
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。

○
対
象
地
域
で
見
ら
れ
る
課
題
は
、
必
ず
し
も
全
て
が
部
落
差
別
の
結
果
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

旧
対
象
地
域
の
調
査
は
不
適
切

◆
参
考
：
対
象
地
域
に
お
け
る
部
落
差
別
の
影
響
の
把
握
に
つ
い
て(

抜
粋)

対
象
地
域
の
所
在
地
名
は
大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
に
お
い
て
、
社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
恐
れ
の
あ

る
個
人
情
報
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
収
集
禁
止
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
個
人
情
報
の
外
部

へ
の
提
供
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
特
別
対
策
と
し
て
の
同
和
対
策
事
業
が
終
了
し
た
現
在
に
お
い

て
は
、
調
査
対
象
者
に
対
し
て
、
居
住
地
が
対
象
地
域
で
あ
る
こ
と
を
教
示
し
、
対
象
地
域
出
身
者
で
あ
る
か

否
か
、
差
別
体
験
が
あ
る
か
否
か
と
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
収
集
す
る
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
ま
た
大
阪
府
部
落
差
別
事
象
に
係
る
調
査
等
の
規
制
等
に
関
す
る
条
例
で
は
、
興
信
所
、
探
偵
社
業
者

及
び
土
地
調
査
等
を
行
う
も
の
に
対
し
て
対
象
地
域
に
関
す
る
調
査
・
報
告
を
規
制
し
て
い
る
。

規
制
当
局
で
あ
る
大
阪
府
が
行
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。



Ｑ
13

同
和
対
策
事
業
を
終
了
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。

Ａ
13

環
境
改
善
や
自
立
支
援
な
ど
で
大
き
く
成
果
。

こ
れ
以
上
続
け
る
と
問
題
解
決
に
逆
行
す
る
か
ら
で
す
。

１
９
６
９
年
か
ら
始
ま
っ
た
同
和
対
策
事
業
は
、
２
０
０
２
年
の
終
了
ま
で
に
国
・
地
方
自
治
体
合
わ
せ
て

15
兆
円
が
使
わ
れ
、
地
域
の
環
境
は
激
変
し
ま
し
た
。
劣
悪
な
環
境
は
改
善
さ
れ
、
住
民
の
自
立
が
促
さ
れ
、

地
域
で
の
交
流
が
す
す
む
と
と
も
に
国
民
の
意
識
も
大
き
く
変
化
し
問
題
解
決
に
す
す
み
ま
し
た
。

同
時
に
そ
の
事
業
を
め
ぐ
っ
て
利
権
あ
さ
り
と
暴
力
が
横
行
し
ま
し
た
。
地
域
改
善
対
策
協
議
会
意
見
具
申

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
政
の
主
体
性
の
欠
如
、
同
和
関
係
者
の
自
立
の
視
点
の
軽
視
、
え
せ
同
和
行
為
の
横

行
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
自
由
な
意
見
の
潜
在
化
傾
向
な
ど
新
し
い
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。

２
０
０
２
年
３
月
末
に
特
別
対
策
は
終
了
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
①
地
域
の
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
、
②

特
別
対
策
の
継
続
は
同
和
問
題
の
解
決
に
必
ず
し
も
有
効
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
③
大
規
模
な
人
口
変
動
で
対

象
を
限
定
し
た
施
策
は
実
務
上
困
難
と
い
う
３
点
に
よ
る
も
の
で
す
。(

「
同
和
行
政
史
」
総
務
省
大
臣
官
房

地
域
改
善
対
策
室

２
０
０
２
年
３
月

p
78
・
79
「
特
別
対
策
を
終
了
す
る
理
由
」)

「
地
区
や
住
民
を
行
政
が
公
的
に
区
別
し
て
実
施
す
る
特
別
対
策
の
手
法
が
、
差
別
の
解
消
と
い
う
同
和
行

政
の
目
的
と
調
和
し
が
た
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
」
「
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
に

つ
な
が
り
か
ね
ず
」
と
い
う
矛
盾
が
特
別
対
策
に
は
伴
い
ま
す
。
行
政
や
学
校
が
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も

「
部
落
」
や
「
同
和
地
区
」
と
し
て
特
別
扱
い
す
る
限
り
、
問
題
は
解
決
し
な
い
の
で
す
。
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Ｑ
14

行
政
の
す
す
め
る
「
人
権
教
育
」
は
ど
こ
が
問
題
で
す
か
。

Ａ
14

「
基
本
的
人
権
」
を
国
民
相
互
の
心
が
け
に
矮
小
化
し
て
い
ま
す
。

政
府
の
「
人
権
教
育
」
で
い
う
「
人
権
」
は
、
公
権
力
・
社
会
的
経
済
的
権
力(

行
政
や
企
業
な
ど)

と
国
民

と
の
間
の
問
題
（
縦
関
係
の
問
題
）
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
国
民
相
互
の
心
が
け
・
モ
ラ
ル
の
問
題
（
横
関
係
の

問
題
）
に
矮
小
化
し
て
い
ま
す
。

専
制
支
配
に
対
し
て
民
衆
が
勝
ち
取
っ
て
き
た
「
人
権
」
が
、
21
世
紀
の
日
本
で
は
、
政
府
が
国
民
を
教
育

す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。
格
差
が
広
が
る
競
争
社
会
の
中
で
、
自
己
責
任
、
関
心
・
意
欲
・
態
度

を
問
う
「
人
権
教
育
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
各
教
育
委
員
会
の
「
人
権
教
育
」
で
は
原
発
事
故
、
ブ
ラ
ッ
ク
企

業
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
に
よ
っ
て
基
本
的
人
権
が
奪
わ
れ
て
い
る
現
実
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
文
科
省
・
調
査
研
究
会
議
の
「
人
権
教
育
の
指
導
方
法
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
第
三
次
と
り
ま
と

め
）
」
に
は
、
世
界
人
権
宣
言
や
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
あ
っ
て
も
日
本
国
憲
法
は
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
憲

法
は
社
会
科
で
教
え
る
か
ら
と
い
う
の
で
す
。
憲
法
を
生
か
し
主
権
者
と
し
て
行
動
で
き
る
人
を
め
ざ
す
人
権

教
育
か
、
憲
法
を
ス
ル
ー
し
責
め
立
て
る
精
神
主
義
の
人
権
教
育
か
が
問
わ
れ
ま
す
。

パ
ワ
ハ
ラ
や
長
時
間
労
働
な
ど
教
職
員
へ
の
人
権
侵
害
は
常
態
で
す
。
教
職
員
に
す
る
ど
い
人
権
感
覚
を
求

め
、
子
ど
も
に
数
値
目
標
で
迫
る
「
人
権
教
育
」
は
「
人
権
」
教
育
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
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２
０
１
１
年

全
人
教
大
会
の
講
演
で
示
さ
れ
た
数
値
目
標

(

講
師
は
元
文
科
省
調
査
研
究
会
議
委
員)

「
『
部
落
問
題
は
被
差
別
部
落
の
友
達
の
隣
に
座
っ
て
い
る
自
分
の
問
題
』
と
し
て
捉
え
、
自
ら
の
く
ら
し

と
重
ね
て
考
え
た
り
発
言
や
行
動
で
き
る
６
年
生
の
子
ど
も
、
50
％
を
め
ざ
す
」(

小
学
校
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト)



Ｑ
15

部
落
問
題
を
教
え
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

Ａ
15

子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
社
会
や
人
間
に
つ
い
て
の
認
識
を
豊
か
に
。

私
た
ち
に
今
何
が
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
目
は
子
ど
も
観
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
子
ど
も
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
ど
う
し
た
ら
、
子
ど
も
の

本
当
の
姿
が
見
え
て
く
る
の
か
。
二
つ
目
は
、
子
ど
も
た
ち
の
人
間
関
係
を
ど
う
作
っ
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
学
級

と
い
う
集
団
を
ど
う
創
造
し
て
い
く
の
か
。
三
つ
目
は
、
人
間
形
成
と
学
力
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
言
葉
の
力
と
自
己

表
現
力
を
ど
う
豊
か
に
つ
け
て
い
く
の
か
。
四
つ
目
は
、
親
を
「
モ
ン
ス
タ
ー
」
な
ど
と
敵
対
視
せ
ず
、
共
同
で
ど

う
子
育
て
を
す
す
め
て
い
く
の
か
。

そ
う
で
す
、
ま
さ
し
く
作
文
教
育
の
出
番
な
の
で
す
。(

中
略)

現
象
面
で
は
攻
撃
的
で
不
安
定
な
姿
を
見
せ
る
子

ど
も
た
ち
の
中
に
、
ま
っ
と
う
に
育
ち
た
い
、
大
事
に
さ
れ
た
い
、
か
し
こ
く
な
り
た
い
、
友
だ
ち
と
仲
良
く
し
た

い
と
い
う
人
間
的
な
願
い
を
き
ち
ん
と
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。(

土
佐
い
く
子
『
〝
ぼ
く
も
書
き
た
い
こ
と

あ
る
ね
ん
〟
―
ど
っ
こ
い
生
き
て
る
な
に
わ
の
子
―
』(
な
に
わ
作
文
の
会

本
の
泉
社
２
０
１
０
年)

序
文)

子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
①
社
会
科
で
社
会
の
し
く
み
や
歴
史
の
発
展
を
学
ぶ
、
②
文
学

を
通
じ
て
人
間
を
考
え
て
い
く
、
③
作
文
を
通
じ
て
子
ど
も
の
生
き
る
力
を
励
ま
し
あ
い
共
感
を
育
て
る
、
④

自
主
的
な
活
動
を
お
お
い
に
励
ま
し
て
要
求
や
願
い
を
実
現
し
て
い
く
取
り
組
み
を
す
す
め
ま
し
ょ
う
。

差
別
や
偏
見
に
出
会
っ
て
も
正
し
く
対
処
で
き
ま
す
。
あ
る
青
年
教
師
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。
明

言
で
す
。
「
要
す
る
に
『
憲
法
と
自
治
の
力
』
を
子
ど
も
た
ち
の
も
の
に
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」
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