
「
教
育
」
が
「
洗
脳
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
放
任
」
で
あ

っ
て
も
な
ら
な
い
。

随
分
前
か
ら
、
詰
込
み
教
育
の
弊
害
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
あ
る
程
度
の

詰
込
み
は
必
要
で
あ
る
。
幅
広
い
基
礎
が
な
け
れ
ば
、
何
が
面
白
い
の
か
を

発
見
す
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
理
系
重
視
の

風
潮
の
中
、
受
験
科
目
に
必
要
な
い
と
か
、
実
践
的
で
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
国
語
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
新
学
期
初
回
の
授
業
は
、
生
徒
た
ち
が
「
国
語
」
か
ら
学
ぶ
べ

き
こ
と
、
つ
ま
り
「
な
ぜ
国
語
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
」
の
説
明
か
ら
始

め
た
。
理
由
が
分
か
り
必
要
性
を
感
じ
れ
ば
、
勉
強
へ
の
意
欲
も
湧
く
だ
ろ

う
。
実
際
、
中
学
生
だ
っ
た
私
は
、
「
英
語
の
言
い
換
え
表
現
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
一
三
ア
ン
ス
の
違
い
が
生
じ
る
の
か
教
え
て
ほ
し
い
」
と
言
っ

た
が
、
担
当
教
師
に
「
余
計
な
こ
と
を
考
え
ず
、
覚
え
ろ
」
と
言
わ
れ
、
そ

国
語
の
授
業
実
践
報
告

一
、
は
じ
め
に

れ
以
来
英
語
が
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
大
人
に
な
っ
て

そ
の
意
味
が
分
か
り
必
要
性
を
悟
っ
た
と
き
、
も
の
凄
く
悔
し
い
思
い
を
し

た
。

ま
ず
次
章
で
は
、
や
や
長
く
な
る
が
、
生
徒
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
て
い
る

内
容
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
国
語
で
何
を
勉
強
す
る
か
と
い
う
話
を
し
ま
す
。

学
生
時
代
に
学
ぶ
こ
と
は
す
べ
て
、
一
人
間
と
し
て
社
会
を
生
き
抜
く
た

め
の
道
具
や
技
術
で
す
。
そ
の
前
段
階
に
あ
る
受
験
で
点
数
を
獲
得
す
る
こ

と
は
、
つ
い
で
で
あ
り
、
受
験
は
た
ん
な
る
通
過
地
点
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
す

べ
て
の
科
目
が
、
同
程
度
に
必
要
で
す
。
で
き
る
だ
け
広
く
学
ぶ
こ
と
で
、

自
分
の
思
考
の
裾
野
が
広
が
り
、
そ
の
土
台
に
見
合
っ
た
高
さ
の
建
物
を
建

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
中
で
、
国
語
の
授
業
の
目
的
は
、
他
人
の
書
い
た
も
の
か
ら
、
そ
の

二
、
「
国
語
」
と
い
う
授
業

三
重
野
由
加

四
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人
の
言
い
た
い
こ
と
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
読
み
取
り
、
そ
れ
を
も
と
に
、

自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
他
人
を
理
解
し
、
自
分

を
表
現
す
る
道
具
で
あ
る
「
こ
と
ば
」
を
学
ぶ
の
が
国
語
の
授
業
で
す
。

た
と
え
ば
、
犬
小
屋
を
作
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
犬
小
屋
が
ど
ん
な
も
の

で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
形
態
や
目
的
を
正
確
に
把

握
し
た
上
で
、
作
業
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
れ
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
板
、
鋸
、

金
槌
、
釘
、
そ
し
て
、
防
水
の
た
め
の
ペ
ン
キ
な
ど
、
数
多
く
の
道
具
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
道
具
を
使
い
こ
な
す
技
術
も
必
要
だ
と
分
か
り
ま
す
。

無
論
、
私
た
ち
は
、
将
来
も
っ
と
大
き
な
建
物
を
建
て
た
い
と
願
う
は
ず

で
、
そ
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
道
具
と
高
度
の
技
術
が
必
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
自
分
を
表

現
し
た
い
と
考
え
る
な
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
「
こ
と
ば
」
を
学
び
、
自

分
の
も
の
と
し
て
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
他
人
に

伝
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
相
手
を
理
解
す
る
た
め
の
「
こ
と
ば
」

を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
自
分
な
り
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
犬
小
屋
を

作
り
た
い
と
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
想
像
力
と
い
う
の
は
、
実
は
、
既
知

の
も
の
の
組
合
せ
で
す
。
知
識
が
乏
し
け
れ
ば
、
組
合
せ
、
つ
ま
り
想
像
も

限
定
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
知
識
も
必
要
で
す
。
こ
の

時
、
知
識
は
あ
く
ま
で
も
組
合
せ
る
た
め
の
材
料
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
何

か
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

組
合
せ
は
、
つ
ま
り
考
え
方
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
だ
け
の
考
え
方

国
語
の
授
業
実
践
報
告

は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
他
人
の
書
い

た
も
の
を
読
み
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
知
識
を
増
や
し
、
他
人
の
考

え
方
も
一
つ
の
知
識
と
し
て
学
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
中
か
ら
、
自
分

な
り
に
一
番
い
い
と
思
え
る
考
え
方
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
す
。

つ
ま
り
、
国
語
の
授
業
で
た
く
さ
ん
の
文
章
を
読
む
こ
と
は
、
考
え
方
を

学
び
形
成
す
る
た
め
の
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
で
す
。

「
お
は
よ
う
」
と
挨
拶
さ
れ
て
、
「
肉
マ
ン
」
と
答
え
る
こ
と
は
な
い
は

ず
で
、
「
お
は
よ
う
」
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
で
さ
え
、

「
お
は
よ
う
」
が
朝
の
挨
拶
を
意
味
し
、
そ
う
語
り
か
け
ら
れ
た
時
に
は
、

こ
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
挨
拶
を
返
す
べ
き
だ
と
い
う
判
断
が
下
せ
る
か
ら
で

き
る
こ
と
で
、
「
お
は
よ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な

け
れ
ば
、
実
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
森
首
相
が
、
ヌ
ウ
・
ア
ー
・
ユ
ー
」

と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
「
フ
ー
・
ア
ー
・
ユ
ー
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
際
、
せ

っ
か
く
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
「
ヒ
ラ
リ
ー
の
夫
で
す
」
と
冗
談
で
返
し
て

く
れ
た
の
に
、
彼
は
そ
れ
が
分
か
ら
ず
「
ミ
ー
・
ト
ゥ
ー
」
と
答
え
て
し
ま

っ
た
と
い
う
話
は
有
名
で
す
ね
。

日
常
生
活
に
お
い
て
、
相
手
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
聞
き
取
り
、

相
応
し
い
答
え
を
返
す
こ
と
と
、
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
る
こ
と
は
全

く
同
じ
で
す
。
違
う
の
は
、
生
活
の
中
で
学
べ
る
こ
と
ば
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
こ
と
と
、
感
情
・
主
観
に
よ
っ
て
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
つ
き
つ
め
れ
ば
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
感
情
・
主

観
に
頼
ら
ず
、
他
人
の
こ
と
ば
を
判
断
し
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
も
め
ご
と
も
起
き
に
く
く
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
が
、
こ
と
ば
で
し
か
他
人
の
考
え
（
気
持
ち
）
を

理
解
で
き
ず
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
が
可
能
な
か
ぎ

り
正
確
に
理
解
し
伝
え
ら
れ
た
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
と
ば
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
受
験
の
た
め
な
ど
で
は

な
い
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
も
し
、
自
分
は
理
系
だ
か
ら
国
語
は
要
ら

な
い
、
な
ど
と
考
え
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
自
分
を
数
字
や
記
号
で
語
れ
る

か
ど
う
か
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
逆
に
、
国
語
は
得
意
だ
と
思
い
込
ん
で
い

る
人
が
い
た
ら
、
何
と
な
く
感
覚
で
読
ん
で
、
分
か
っ
た
つ
も
り
で
い
は
し

な
い
か
を
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
日
常
的
な
内
容
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
通

用
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
ち
ょ
っ
と
複
雑
な
内
容
に
な
っ
た
り
、

抽
象
的
な
内
容
に
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
感
覚
な
ど
役
に
立
た
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
を
、
ま
ず
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

何
度
で
も
言
い
ま
す
が
、
国
語
で
学
ぶ
べ
き
は
、
他
人
を
理
解
し
、
自
分

を
表
現
す
る
た
め
の
道
具
と
技
術
を
学
ぶ
こ
と
な
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
の
話
か
ら
、
新
学
期
初
回
の
授
業
は
始
ま
っ
た
。

こ
の
章
で
は
、
実
際
の
授
業
の
進
め
方
を
提
示
し
た
い
。

１
．
【
宿
題
】
自
宅
で
、
教
科
書
の
指
定
さ
れ
た
箇
所
を
読
ん
で
く
る
。

（
評
論
・
論
説
の
場
合
は
一
単
元
全
文
／
韻
文
の
時
は
一
作
品
）

三
、
学
習
の
流
れ

２
．
【
授
業
】
①
を
提
出
、
ま
た
は
、
発
表
さ
せ
る
。

各
意
見
の
要
点
を
ま
と
め
板
書
。

＊
こ
の
時
、
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
た
り
、
使
い
方

が
不
適
切
で
あ
る
な
ど
の
場
合
に
は
指
導
す
る
。

ま
た
、
発
表
内
容
を
変
え
な
い
よ
う
、
稚
拙
な
こ
と
ば
や
話
し

言
葉
を
書
き
言
葉
へ
と
置
き
換
え
、
説
明
す
る
。

↑

②
全
体
が
出
揃
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
出
さ
れ
た
他
人
の
意
見

へ
の
意
見
や
、
自
分
の
意
見
の
修
正
な
ど
を
発
表
さ
せ
る
。

↑

③
①
．
②
か
ら
、
關
閉
間
間
旧
剛
目
哩

▼
こ
こ
ま
で
は
す
べ
て
生
徒
た
ち
の
意
見
の
み
で
構
成
。

↑

③
で
、
生
徒
た
ち
が
提
出
し
た
結
論
の
、
矛
盾
点
や
不
備
を
指
摘

し
、
次
回
ま
で
に
伽
間
圏
回
Ⅲ
掴
間
脳
を
求
め
る
。

そ
の
際
、
気
に
な
っ
た
箇
所
に
は
鉛
筆
で
印
を
付
け
、
思
い
つ
い

た
こ
と
は
書
き
込
み
を
す
る
。

＊
作
家
の
伝
記
的
事
実
や
、
一
般
的
知
識
を
加
え
る
こ
と
な
く
、

純
粋
に
著
作
だ
け
を
読
む
よ
う
指
示
。
分
か
ら
な
い
こ
と
ば
は
辞

書
を
引
く
よ
う
指
導
。

後
の
意
見
（
感
想
）
を
、
文
章
に
し
て
み
る
。
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こ
の
章
で
は
、
先
の
章
で
提
示
し
た
学
習
の
流
れ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
。

文
頭
・
文
中
の
数
字
は
、
「
二
学
習
の
流
れ
」
に
対
応
し
て
い
る
。

な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
必
要
最
低
限
に
抜
粋
、
要
約
し
て
あ
る
。

ま
ず
、
寺
田
寅
彦
「
鉛
を
食
う
虫
」
の
梗
概
を
示
し
て
お
き
た
い
。

寺
田
が
政
府
機
関
の
研
究
所
を
訪
れ
た
際
、
文
字
通
り
鉛
を
食
べ
て
鉛
の

糞
を
す
る
「
鉛
を
食
う
虫
」
を
見
せ
ら
れ
る
。
食
っ
た
鉛
を
そ
の
ま
ま
排
泄

す
る
行
為
は
、
人
間
か
ら
見
れ
ば
全
く
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
意
味

が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
学
校
教
育
へ
と
連
想
が
及
ぶ
。

そ
の
結
果
「
無
駄
を
伴
わ
な
い
津
を
出
さ
な
い
有
益
な
も
の
は
一
つ
も
な
い
」

と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

２
①
生
徒
の
感
想
発
表
内
容
＊
（
）
内
は
教
師
の
発
言

４
．
【
授
業
】
２
の
流
れ
を
繰
り
返
し
、
最
終
結
論
を
ま
と
め
る
。

↑

生
徒
た
ち
の
提
出
し
た
意
見
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

点
に
つ
い
て
補
強
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
で
、
一
つ
の
単
元
が
終
了
す
る
。

３
．
【
宿
題
】
自
宅
で
、
再
度
、
本
文
を
読
み
、
側
の
課
題
に
つ
い
て
、

文
章
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

四
、
実
際
の
授
業
ｌ
教
材
・
寺
田
寅
彦
「
鉛
を
食
う
虫
」
Ｉ

国
語
の
授
業
実
践
報
告

Ａ
君
．
Ｂ
君
「
世
の
中
に
無
駄
な
も
の
は
何
一
つ
な
い
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
た
」

Ｃ
君
「
人
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
が
あ
る
こ
と
が
当
然
だ
と
分
か
っ
た
」

Ｄ
君
「
無
駄
な
も
の
は
や
っ
ぱ
り
無
駄
な
ん
じ
や
な
い
か
と
思
っ
た
」

↑

②
①
に
つ
い
て
の
意
見
交
換

（
質
問
》
ど
ん
な
も
の
が
無
駄
な
の
か
？
）

Ｄ
君
「
た
と
え
ば
、
戦
争
と
か
、
国
境
で
す
」

（
質
問
》
皆
さ
ん
は
、
Ｄ
君
の
意
見
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
？
）

Ａ
君
「
僕
は
、
さ
っ
き
無
駄
な
も
の
は
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
や
っ

ぱ
り
戦
争
は
無
駄
だ
と
思
い
ま
す
」

Ｅ
君
「
僕
も
戦
争
は
絶
対
無
駄
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
勝
っ
た
と
し

て
も
、
国
力
が
低
下
す
る
か
ら
で
す
」

（
質
問
叩
国
力
が
低
下
し
な
け
れ
ば
無
駄
で
は
な
い
の
で
す
か
？
）

Ｅ
君
「
・
…
．
．
」

Ｃ
君
「
戦
争
は
見
方
に
よ
っ
て
無
駄
か
ど
う
か
決
ま
る
と
思
い
ま
す
。

戦
場
に
行
か
な
い
で
命
令
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
勝
敗

で
決
ま
り
、
戦
場
で
戦
う
兵
士
た
ち
に
と
っ
て
は
関
係
な
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
」

Ｂ
君
「
僕
は
、
戦
争
も
無
駄
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
昔

戦
争
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
の
平
和
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
」

Ｅ
君
「
戦
争
な
ど
始
め
か
ら
な
く
て
、
ず
っ
と
平
和
で
あ
る
方
が
い
い

わ
け
で
、
や
っ
ぱ
り
無
駄
だ
と
思
い
ま
す
」

四
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（
質
問
恥
そ
も
そ
も
「
平
和
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
）

Ｂ
君
「
平
和
は
戦
争
の
な
い
状
態
の
こ
と
で
、
昔
は
戦
争
が
あ
る
こ
と

が
普
通
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
な
く
し
て
い
っ
て
平
和
と
い
う
考
え

が
生
ま
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
無
駄
な
も
の
は
な
い
と

思
い
ま
す
」

（
Ｅ
君
の
言
う
通
り
、
「
戦
争
」
そ
の
も
の
は
絶
対
に
無
駄
だ
し
、
悪

い
こ
と
だ
し
、
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

よ
ね
。
そ
う
言
え
る
の
は
、
Ｂ
君
が
言
っ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
多
く

の
戦
争
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
後
世
に
生
き
る
我
々
が
、
そ
う
学
ん

だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
？
）

Ｄ
君
「
僕
は
、
初
め
に
無
駄
な
も
の
は
無
駄
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
皆

の
話
を
聞
い
て
い
て
、
考
え
を
変
え
ま
し
た
。
無
駄
な
も
の
が
あ
る

ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
を
無
駄
に
す
る
人
間
が
い
る
ん
だ
と
思
い
ま

す
」

↑

③
①
．
②
の
ま
と
め

（
要
す
る
に
、
同
じ
も
の
で
も
見
方
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の
価
値
が
変
わ

る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
な
？
）

一
同
、
首
肯
く
。

Ｃ
君
「
だ
か
ら
、
人
に
よ
っ
て
価
値
観
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
」

Ｆ
君
「
僕
も
、
人
に
よ
っ
て
価
値
観
は
違
う
し
、
す
べ
て
の
人
の
価
値

観
は
同
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」

一
同
、
首
肯
く
。

（
じ
ゃ
あ
、
た
と
え
ば
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
と
か
、
殺
人
犯
の
価
値

観
も
、
尊
重
す
る
わ
け
？
）

一
同
、
考
え
込
む
。

（
個
の
尊
重
と
か
、
個
性
の
発
揮
と
か
っ
て
こ
と
ば
が
罷
り
通
っ
て
い

ま
す
が
、
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
と
い
う
意
味
で
通
用
し
て
い
ま
す
よ
ね
）

Ａ
君
「
最
近
、
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
に
も
な
っ
て
い
る
「
自
己
虫
（
自
己
中

心
的
な
人
を
虫
に
瞼
え
た
も
の
）
」
と
か
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
」

Ｂ
君
「
他
の
人
に
迷
惑
を
か
け
る
も
の
は
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
」

（
と
い
う
こ
と
は
、
「
す
べ
て
の
～
」
と
い
う
の
は
嘘
な
ん
だ
ね
）

こ
こ
で
発
言
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
宿
題
と
す
る

（
側
で
は
、
皆
さ
ん
。
個
を
尊
重
す
る
た
め
の
条
件
と
、
に
つ
い
て
、

自
分
な
り
に
考
え
て
文
章
に
ま
と
め
て
き
ま
し
ょ
う
。
）

↑

（
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
を
集
約
し
、
そ
の
中
か
ら
よ
く
ま
と

め
て
あ
る
も
の
を
発
表
し
ま
す
）

Ｇ
君
「
日
本
に
は
、
法
律
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
守
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
初
め
て
個
人
の
権
利
が
保
証
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
個
の
尊
重

と
い
う
の
も
、
法
律
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
」

Ｈ
さ
ん
「
個
の
尊
重
と
い
う
の
は
、
他
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
の
上
に

成
り
立
つ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
互
い
が
お
互
い
を
尊
重
し
な
い
、

ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
の
尊
重
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
」

四
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右
の
や
り
と
り
の
間
、
生
徒
の
意
見
を
書
き
言
葉
に
ま
と
め
つ
つ
板
書
す

る
。
そ
の
際
、
言
葉
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
指
摘
し
、

も
っ
と
適
切
な
表
現
が
あ
る
場
合
そ
れ
を
教
え
た
り
す
る
。
全
体
の
意
見
が

で
つ
く
し
、
ま
と
め
に
入
る
段
階
で
、
板
書
を
全
て
消
し
（
こ
の
時
点
で
、

だ
い
た
い
黒
板
は
文
字
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
）
、
改
め
て
ま
と
め

を
書
き
、
全
員
に
納
得
で
き
る
か
ど
う
か
吟
味
さ
せ
る
。
し
っ
く
り
こ
な
い

点
が
見
つ
か
れ
ば
、
い
く
つ
で
も
言
い
換
え
の
表
現
を
提
示
し
、
自
分
に
と

っ
て
一
番
納
得
で
き
る
言
葉
と
表
現
を
可
能
な
限
り
見
つ
け
さ
せ
る
。

無
論
、
十
五
、
六
才
の
読
書
経
験
も
実
体
験
も
少
な
い
子
供
た
ち
で
あ
る

か
ら
、
知
ら
な
い
内
容
に
つ
い
て
初
め
て
の
言
葉
で
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
場
合
の
方
が
多
い
。
そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
彼
ら
の
体
験
の
範
晴
か
ら

想
像
し
得
る
よ
う
な
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。
ま
た
、
分

か
っ
た
ら
首
肯
く
、
分
か
ら
な
い
時
は
、
首
を
横
に
振
る
な
り
、
助
け
て
ほ

し
い
と
い
う
視
線
を
送
る
な
り
、
挙
手
し
て
発
言
す
る
な
り
す
る
よ
う
に
徹

底
し
て
い
る
。
も
し
一
人
で
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
生
徒
が
い
れ
ば
、
そ
の

子
に
向
け
、
何
度
で
も
説
明
す
る
。
す
で
に
分
か
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る

生
徒
た
ち
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考
え
の
ズ
レ
に
気
づ
い
た
り
、

考
え
を
深
め
た
り
で
き
る
と
い
う
点
で
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

ま
た
、
宿
題
の
論
述
は
、
各
自
の
授
業
用
ノ
ー
ト
に
書
い
て
提
出
さ
せ
る
。

（
何
か
付
け
足
し
た
い
、
あ
る
い
は
疑
問
や
反
論
な
ど
が
あ
る
人
は
い

ま
せ
ん
か
？
…
…
何
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
ま
す
）

国
語
の
授
業
実
践
報
告

授
業
は
、
右
の
よ
う
に
し
て
進
め
ら
れ
る
た
め
、
右
の
「
鉛
を
か
じ
る
虫
」

で
は
十
時
間
ほ
ど
の
時
間
を
さ
い
た
。
こ
の
学
級
は
、
私
立
高
校
の
特
別
進

学
ク
ラ
ス
の
一
年
生
で
あ
り
、
授
業
方
法
、
教
材
、
定
期
試
験
の
す
べ
て
が

こ
の
学
級
単
独
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
授
業
形
態
は
、
指
導
要
領
に
の

っ
と
っ
た
時
間
配
当
や
進
度
を
気
に
掛
け
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
利
点
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
。

先
年
夏
の
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
て
発
表
の

際
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
普
通
は
無
理
だ
と
い
う
意
見
を
頂
い
た
。
だ

が
、
自
由
な
授
業
形
態
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
の
公
立
高
校
時
代
を
思
い
返

し
て
み
て
も
、
特
に
違
い
は
な
い
。
定
期
試
験
が
各
学
級
個
別
の
も
の
で
あ

っ
て
も
、
得
点
結
果
に
よ
っ
て
調
整
す
る
な
ど
の
不
公
平
是
正
は
十
分
可
能

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
年
度
末
の
結
果
を
見
て
、
あ
ま
り
に
平
均
点

が
低
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
調
整
す
る
予
定
で
い
る
。

ま
た
、
進
学
ク
ラ
ス
と
は
い
え
、
前
年
ま
で
は
中
学
生
で
あ
り
、
読
書
な

ど
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
部
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
者
も
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
性

格
を
持
っ
て
い
る
生
徒
の
集
ま
り
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
何
の
変
わ
り
も
な

い
。
ま
た
、
ご
多
聞
に
漏
れ
ず
、
国
語
は
苦
手
な
生
徒
が
多
い
。
そ
こ
で
、

授
業
中
の
板
書
の
記
録
と
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
書
込
な
ど
を
同
時
に
読
む

こ
と
で
、
理
解
の
程
度
が
推
測
さ
れ
、
添
削
の
際
に
、
そ
の
内
容
を
盛
り
込

む
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
生
徒
の
積
極
的
な
参
加
の
た
め
に

四
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彼
ら
が
積
極
的
に
授
業
に
参
加
す
る
よ
う
、
い
く
つ
か
の
試
み
を
行
な
っ
て

い
る
。ま

ず
、
教
材
で
考
え
て
い
る
テ
ー
マ
と
は
一
見
無
関
係
な
時
事
問
題
や
、

時
に
は
芸
能
情
報
の
よ
う
な
も
の
（
こ
ち
ら
が
多
か
っ
た
り
す
る
）
を
面
白

可
笑
し
く
話
し
て
興
味
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
や
週
刊
誌
な
ど
は
こ
ま
め
に
見
聞
す
る
。
あ
る
い
は
、
人
気
マ
ン

ガ
や
話
題
の
映
画
な
ど
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
話
を

す
る
こ
と
も
あ
る
。
話
の
内
容
が
面
白
け
れ
ば
、
黙
っ
て
聞
き
入
る
も
の
で

あ
る
。
教
材
を
扱
っ
て
い
る
時
は
眠
っ
て
い
る
が
、
余
談
に
な
る
と
ム
ク
ッ

と
起
き
上
が
る
生
徒
も
い
る
ぐ
ら
い
だ
。
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
が
理
解
で
き
れ
ば
目
標
達
成
だ
と
思
っ
て
い
る
。

こ
の
居
眠
り
に
つ
い
て
も
約
束
事
が
あ
る
。
人
間
誰
し
も
、
眠
気
に
勝
て

な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
眠
気
を
我
慢
す
る
と
将
来
ア
ル
ッ
ハ
イ
マ
ー

に
な
る
と
い
う
俗
説
も
あ
る
く
ら
い
、
我
慢
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
の
授
業
で
は
居
眠
り
解
禁
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
五
分

程
度
、
机
に
し
っ
か
り
う
つ
傭
せ
に
な
っ
て
（
頬
杖
を
つ
い
て
眠
る
と
カ
ク

ン
と
な
っ
て
危
な
い
か
ら
）
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
る
。
眠
る
前
に
「
今

は
授
業
中
で
あ
る
の
で
、
す
ぐ
に
起
き
よ
う
」
と
自
己
暗
示
を
か
け
て
か
ら

眠
る
よ
う
に
指
示
し
て
あ
る
。
大
概
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
く
れ
ば
起
き
て

い
る
。
そ
れ
で
も
起
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
名
前
に
加
え
、
「
お
は
よ
う
」

と
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
で
百
パ
ー
セ
ン
ト
起
き
る
。
無
理

に
眠
気
を
我
慢
し
て
い
て
も
、
頭
が
ボ
ー
ッ
と
な
っ
て
い
る
た
め
非
効
率
的

で
あ
る
し
、
授
業
中
の
五
分
睡
眠
く
ら
い
爽
快
な
も
の
は
な
い
た
め
、
合
理

今
年
度
か
ら
、
高
校
の
教
壇
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
未
経
験
の
こ
と
ば
か

り
で
試
行
錯
誤
の
毎
日
で
あ
る
。
進
学
ク
ラ
ス
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
授

業
を
し
て
い
て
大
丈
夫
か
と
い
う
ご
指
摘
も
頂
い
た
。
そ
こ
で
は
、
予
備
校

や
塾
な
ど
に
勤
め
た
経
験
が
非
常
に
役
に
立
っ
た
。
夏
期
、
冬
期
講
習
で
は
、

集
中
的
に
受
験
問
題
解
答
の
技
術
を
教
え
て
い
る
。
普
段
の
授
業
と
は
一
変

し
て
、
独
創
性
や
感
受
性
を
排
除
し
、
徹
底
的
に
技
術
を
習
得
さ
せ
る
こ
と

に
目
的
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
分
自
身
の
文
学
部
で
の
受
講
経
験
も
役
立
っ
て
い
る
。
生
徒
た

ち
に
も
直
接
語
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
私
も
彼
ら
と
と
も
に
日
々
勉
強
し
て

い
る
身
で
あ
る
。
人
に
も
の
を
教
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
一
緒
に
考
え

て
楽
し
ん
で
い
る
と
い
っ
た
方
が
、
実
感
に
即
し
て
い
る
。

教
え
て
い
る
方
が
楽
し
け
れ
ば
、
教
わ
っ
て
い
る
方
も
楽
し
い
。
故
・
淀

川
長
治
氏
の
映
画
評
論
は
、
映
画
や
俳
優
を
誉
め
、
映
画
を
楽
し
む
こ
と
に

的
な
く
ら
い
だ
と
考
え
て
い
る
。

他
に
は
、
宿
題
は
基
本
的
に
強
制
は
し
な
い
。
本
人
に
必
要
だ
と
い
う
自

覚
の
な
い
学
習
は
時
間
の
浪
費
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る

こ
と
に
こ
そ
時
間
を
さ
く
よ
う
心
が
け
て
い
る
。

ま
た
、
提
出
物
は
次
の
授
業
ま
で
に
、
必
ず
読
み
、
文
章
や
文
字
の
添
削

と
、
評
価
を
書
い
て
返
却
す
る
。
時
間
を
空
け
な
い
こ
と
と
、
必
ず
添
削
す

る
こ
と
で
、
や
る
気
も
削
が
れ
ず
、
文
章
力
も
向
上
す
る
と
考
え
て
い
る
。

六
、
ま
と
め

五
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費
や
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
つ
ま

ら
な
い
映
画
も
見
て
良
か
っ
た
と
い
う
気
に
な
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
私
の
場

合
、
彼
の
よ
う
に
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
淀
川
氏

が
映
画
を
愛
し
た
の
に
負
け
な
い
く
ら
い
文
学
が
好
き
な
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
少
し
で
も
国
語
を
楽
し
い
と
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
日
々
学
び
つ
づ

い
。
少
し
で
も
国
語
を
丑

け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

国
語
の
授
業
実
践
報
告

（
み
え
の
・
ゆ
か
中
京
商
業
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）
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