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一
　
イ
ン
ド
は
解
き
放
た
れ
た
か

　
一
九
九
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
経
済
自
由
化
政
策
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
は
九
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
確

か
な
る
変
革
の
力
を
生
み
出
し
た
。
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
は
基
幹
産
業
の
構
造
を
変
え
、
そ
し
て
都
市
の

生
活
に
活
気
を
も
た
ら
し
始
め
た
。
ま
た
、
農
業
に
も
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
変
化
が
始
ま
る
。
経
済
活
動

と
人
々
の
生
活
に
イ
ン
ド
が
い
ま
だ
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
変
化
が
現
れ
る
。
だ
れ
も
が

体
験
で
き
る
よ
う
な
目
に
見
え
る
変
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
、
イ
ン
ド
に
は
通
信
革
命

と
も
い
う
べ
き
変
化
が
み
ら
れ
た
。
南
イ
ン
ド
、
マ
ド
ラ
ス
市
（
一
九
九
六
年
名
称
変
更
、
現
チ
ェ
ン
ナ
イ

市
）
に
は
携
帯
電
話
が
街
頭
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
国
内
通
話
用
に
つ
か
う
私
設
路
上
電

話
サ
ー
ビ
ス
の
商
売
が
活
況
を
み
せ
た
。
微
笑
ま
し
い
光
景
が
市
内
路
上
の
あ
ち
こ
ち
に
出
現
し
た
。
通

信
革
命
は
ほ
ど
な
く
し
て
、
電
報
か
ら
Ｌ
Ｔ
通
信
へ
、
そ
し
て
瞬
く
間
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
普
及
へ
と
急
速
に
進

展
し
て
い
っ
た
。
業
務
用
、
個
人
用
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
も
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
し
た
。
大
都
市
圏
だ
け
で
な

く
地
方
都
市
に
も
Ｉ
Ｔ
革
命
の
波
が
押
し
寄
せ
、
確
実
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
資
と
技
術
の

自
由
化
は
い
ま
だ
抑
制
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
製
造
業
分
野
に
新
た
な
生
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
確
立
し

始
め
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
都
市
中
間
層
の
消
費
生
活
の
分
野
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
郊
外
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型
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
や
大
型
ス
ー
パ
ー
が
生
ま
れ
、
消
費
者
は
正
札
で
買
い
物
を
す
る
と
い
う
文
化
を
初
め

て
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｔ
企
業
の
メ
ッ
カ
と
し
て
成
長
し
た
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
市
に
は
初
め
て
近
代

的
な
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
町
の
中
心
部
に
設
け
ら
れ
、
家
族
連
れ
の
市
民
が
買
い
物
を
楽
し
む
姿
が

日
常
の
風
景
と
な
っ
た
。

　
同
じ
こ
ろ
、
首
都
デ
リ
ー
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
Ｎ
ｏ
ｋ
ｉ
ａ
ブ
ラ
ン
ド
の
携
帯
電
話
が
女
子
学
生

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
部
と
な
る
。
ま
た
、
国
際
金
融
と
多
国
籍
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
心
地
ボ
ン
ベ
イ
（
一
九
九

五
年
名
称
変
更
、
現
ム
ン
バ
イ
市
）
の
中
心
部
に
携
帯
電
話
を
片
手
に
往
来
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
多
く
見

か
け
る
よ
う
に
な
る
。
世
界
の
近
代
都
市
の
ど
こ
に
も
あ
る
よ
う
な
風
景
と
変
わ
ら
な
い
。
市
民
の
消
費

生
活
も
確
実
に
豊
か
さ
を
増
し
て
い
る
。
一
〇
年
前
の
八
〇
年
代
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
豊
か
さ
が
生

ま
れ
た
。
一
方
、
農
業
活
動
に
も
か
つ
て
な
い
衝
撃
の
波
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。
貿
易
の
自
由
化
は
数
々

の
農
業
投
入
財
、
た
と
え
ば
防
虫
・
防
疫
の
化
学
薬
品
、
遺
伝
子
組
み
換
え
種
子
な
ど
を
農
村
の
市
場
に

も
た
ら
し
始
め
た
。
多
国
籍
企
業
に
よ
る
農
業
原
材
料
部
門
へ
の
進
出
は
稲
作
や
小
麦
作
、
ま
た
雑
穀
類

の
あ
ら
ゆ
る
作
物
の
生
産
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
農
村
金
融
や
収
穫
物
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

ま
で
そ
の
支
配
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
農
業
生
産
は
拡
大
し
大
規
模
経
営
の
農
家
所
得
は
増
大
の
傾
向

に
あ
る
と
い
う
。
政
府
の
広
報
は
「
絶
対
的
貧
困
」
の
人
口
は
今
日
ま
で
に
六
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
半
減
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し
た
と
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
統
計
の
魔
術
が
あ
る
。
し
か

し
、「
相
対
的
貧
困
」、
つ
ま
り
貧
富
の
格
差
は
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
現
実
の
姿
で
あ

ろ
う
。
農
民
（
小
農
）
は
急
激
な
変
化
に
対
応
で
き
ず
、
す
で
に
過
去
十
年
間
、
二
万
五
千
人
に
及
ぶ
農
民

（
小
農
）
の
自
殺
者
を
生
み
出
し
た
農
村
の
悲
劇
は
広
く
世
界
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（Forbes/U

S

M
ay

2008
）
。

　
今
、
い
っ
た
い
何
が
進
行
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
由
と
競
争
の
市
場
が
い
ま
、
人
口
の
七
〜
八
割

を
し
め
る
巨
大
な
農
村
人
口
に
な
に
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
農
民
は
依
然
と
し
て
忘
れ
ら
れ

た
存
在
で
あ
る
。
子
ど
も
達
も
都
会
や
農
村
の
区
別
な
く
影
響
を
受
け
始
め
た
。
九
〇
年
代
の
イ
ン
ド
は

確
か
に
、
新
た
な
る
鼓
動
を
刻
み
始
め
た
。
そ
れ
は
激
動
の
波
と
な
っ
て
押
し
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、

「
工
業
・
都
市
の
世
界
」
は
世
界
と
の
経
済
的
接
点
を
強
固
な
も
の
と
し
つ
つ
あ
る
。
面
の
広
が
り
が
生
ま

れ
る
。
一
方
で
は
、「
農
業
・
農
村
の
世
界
」
に
は
変
化
へ
の
「
躊
躇
」
や
「
も
ろ
さ
」
を
依
然
と
し
て
内

包
す
る
。
二
つ
の
あ
い
異
な
る
鼓
動
に
共
通
す
る
「
同
根
」
の
問
題
、「
不
就
学
児
童
労
働
」
の
存
在
が
依

然
と
し
て
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
徐
々
に
イ
ン
ド
社
会
の
内
部
を
侵
食
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
兆
候

は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。

　
イ
ン
ド
独
立
後
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
社
会
生
活
を
支
配
し
た
「
社
会
主
義
型
社
会
」
の
建
設
と
い
う
イ
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デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
経
済
孤
立
主
義
、
こ
れ
ら
の
呪
縛
か
ら
今
、
イ

ン
ド
経
済
は
解
き
放
た
れ
た
。
厳
密
に
い
え
ば
そ
の
過
程
は
現
在
も
進
行
中
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
、

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
イ
ン
ド
社
会
は
膨
大
な
数
の
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
不

就
学
児
童
労
働
」
を
増
殖
し
続
け
て
い
る
。
Ｖ
・
Ｓ
・
ナ
イ
ポ
ー
ル
の
い
う
「
子
ど
も
の
反
乱
」
が
あ
る
。

南
イ
ン
ド
、
シ
バ
カ
シ
村
の
マ
ッ
チ
や
花
火
を
作
る
女
児
、
北
西
イ
ン
ド
砂
漠
の
村
々
に
伝
統
的
カ
ー
ペ
ッ

ト
や
染
織
品
を
作
る
子
ど
も
達
、
ガ
ン
ジ
ス
平
野
の
農
村
に
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
織
る
子
ど
も
達
、
周
辺
山
岳

地
帯
に
広
が
る
子
ど
も
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
織
り
工
、
カ
ル
カ
ッ
タ
（
二
〇
〇
一
年
名
称
変
更
、
現
コ
ル
カ
タ
市
）

の
ス
ラ
ム
街
に
生
ま
れ
た
「
都
市
児
童
労
働
の
地
」
な
ど
が
そ
の
姿
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
都
市
の
サ
ー
ビ

ス
産
業
に
流
入
し
た
最
下
層
農
民
の
子
ど
も
達
も
増
加
を
続
け
る
。
こ
れ
ら
不
就
学
児
童
の
存
在
そ
の
も

の
が
イ
ン
ド
社
会
に
向
け
ら
れ
た
「
子
ど
も
の
反
乱
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
再
び
、
Ｖ
・
Ｓ
・
ナ
イ

ポ
ー
ル
の
言
う
、「
自
由
の
理
念
」
と
「
精
神
の
開
放
」
の
代
償
は
「
な
ぜ
、
子
ど
も
は
学
校
に
行
け
な
い

の
か
」
と
い
う
現
代
イ
ン
ド
に
突
き
つ
け
た
最
大
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
応
え
る
に
は
ま
ず
、
い
ま

だ
に
解
き
放
た
れ
な
い
知
的
閉
塞
感
を
払
拭
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
つ
の
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
壁
が
あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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二
　
児
童
労
働
市
場
は
存
在
す
る

　
イ
ン
ド
各
地
に
子
ど
も
達
の
働
く
姿
に
わ
た
く
し
は
、
日
本
の
歴
史
に
登
場
し
、
そ
し
て
そ
の
舞
台
か

ら
消
え
て
行
っ
た
明
治
期
「
製
糸
工
女
」
の
姿
を
重
ね
て
い
た
。
山
本
茂
実
著
『
あ
ゝ
野
麦
峠
　
あ
る
製

糸
工
女
哀
史
』「
資
料
編
」
他
、
の
歴
史
統
計
の
な
か
で
「
工
女
教
育
程
度
」
（
明
治
三
三
年
農
商
務
省
発
行

「
職
工
事
情
」
よ
り
）
の
う
ち
不
就
学
レ
ベ
ル
に
あ
る
工
女
を
示
す
区
分
用
語
と
統
計
が
あ
る
。

　
資
料
に
よ
る
と
明
治
七
年
、
義
務
教
育
四
年
制
の
小
学
校
が
設
け
ら
れ
、
卒
業
年
齢
は
一
二
歳
と
な
る
。

あ
る
工
女
調
査
（
小
口
村
役
場
―
現
岡
谷
市
）
に
よ
る
と
、
同
村
工
女
の
最
高
年
齢
は
一
三
歳
一
〇
カ
月
、
最

低
九
歳
七
カ
月
、
平
均
一
一
歳
一
一
カ
月
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
野
村
（
現
岡
谷
市
）
で
は
明
治
三
三

年
に
一
三
歳
未
満
の
子
ど
も
工
女
は
二
四
％
。
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
入
っ
て
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な

い
。
就
学
状
況
と
年
齢
の
関
係
か
ら
し
て
実
態
を
表
現
す
る
用
語
は
「
不
就
学
・
子
ど
も
・
労
働
」
が
至

当
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
の
シ
バ
カ
シ
村
の
マ
ッ
チ
工
女
が
そ
う
で
あ
る
。
用
語
の
も
つ
歴
史
的
含
意
を

理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
労
働
市
場
の
概
念
に
は
、
労
働
者
は
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
、
市
場
賃
金

率
は
労
働
の
需
給
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
と
い
う
前
提
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
労
働
者
の
熟
練
・
技
能

別
、
男
子
の
労
働
市
場
や
女
子
（
婦
人
）
の
労
働
市
場
、
ま
た
雇
用
の
場
で
あ
る
産
業
や
業
態
ご
と
の
労
働
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市
場
な
ど
そ
の
用
語
と
共
に
そ
の
概
念
化
が
成
立
す
る
。
す
べ
て
の
労
働
市
場
は
成
人
を
も
っ
て
構
成
さ

れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
「
児
童
労
働
市
場
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
概
念
す
ら
成
立
す
る
こ
と
が
な
い
。
倫
理
性
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
経
済

活
動
の
外
に
位
置
す
る
虚
構
あ
る
い
は
、
摩
擦
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
不
就
学
の
子
ど
も
達
が
い
か
な
る
理

由
で
あ
れ
強
制
を
と
も
な
う
労
働
の
場
、
つ
ま
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
プ
レ
イ
ス
に
登
場
す
る
こ
と
は
「
奴
隷

制
度
」
の
時
代
を
除
け
ば
世
界
の
近
現
代
史
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
児
童
労
働
市

場
」
は
現
代
の
思
考
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
、
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
暗
黙
裡
の
倫
理
的
抑

制
が
は
た
ら
く
。
こ
れ
が
一
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
く
し
は
あ
え
て
「
断
片
的
か

つ
、
部
分
的
な
労
働
市
場
」
な
る
概
念
を
使
い
、
そ
れ
が
反
倫
理
的
な
制
度
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
シ
バ
カ
シ
村
マ
ッ
チ
工
女
の
事
例
調
査
に
は
ほ
か
の
地
域
事
例
に
く
ら
べ
多
く
の
時
間
と
労
力
を
使
っ

た
。
聞
き
取
り
調
査
は
子
ど
も
達
は
勿
論
の
こ
と
、
工
場
経
営
者
、
子
ど
も
の
親
達
、
県
と
州
レ
ベ
ル
の

労
務
行
政
官
達
に
及
ぶ
。
わ
た
く
し
の
関
心
事
の
一
つ
は
、
シ
バ
カ
シ
工
女
の
労
働
市
場
は
歴
史
的
に
も
、

ま
た
、
現
実
的
に
も
成
立
し
、
存
続
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
幼
い
彼
女
等
は
明

ら
か
に
労
働
者
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
マ
ッ
チ
工
女
と
し
て
働
く
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
受
け
入
れ
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た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
発
的
か
、
あ
る
い
は
非
自
発
的
・
強
制
的
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
大
多
数
の

場
合
、
親
の
言
う
通
り
に
素
直
に
あ
る
い
は
説
得
に
応
じ
て
工
女
の
道
を
歩
む
。
一
方
、
工
女
を
必
要
と

す
る
企
業
側
の
論
理
が
あ
る
。「
指
先
の
器
用
さ
」、「
指
示
通
り
に
働
く
正
確
さ
、
従
順
さ
」、「
低
賃
金
の

経
済
的
利
益
」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

　
本
文
で
紹
介
し
た
通
り
、
シ
バ
カ
シ
地
域
に
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
長
い
年
月
を
か
け

て
工
女
の
「
需
要
・
供
給
の
関
係
」
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
制
度
化
し
た
の
が
巧
妙
な
子
ど

も
集
め
の
仕
組
み
で
あ
る
。
雇
用
仲
介
人
の
組
織
が
あ
る
。
工
場
か
ら
派
遣
さ
れ
た
こ
の
組
織
は
少
な
く

と
も
シ
バ
カ
シ
「
県
」
全
域
、
ま
た
、
場
合
に
よ
れ
ば
近
隣
の
県
に
ま
で
工
女
集
め
―
雇
用
調
達
―
の
仲

介
を
業
と
す
る
。
親
へ
の
説
得
、
前
渡
し
金
の
調
達
、
工
女
就
労
の
念
書
作
り
な
ど
、
契
約
手
配
を
お
え

る
と
、
か
れ
ら
に
は
会
社
側
か
ら
成
功
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
工
女
リ
ク
ル
ー
ト

の
制
度
が
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
児
童
労
働
市
場
成
立
の
基
本
型
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の

特
徴
の
一
つ
に
、
成
人
労
働
者
と
の
代
替
関
係
が
希
薄
、
な
い
し
存
在
し
な
い
と
い
う
産
業
特
性
ま
た
は

生
産
工
程
か
ら
く
る
制
約
が
あ
る
。
シ
バ
カ
シ
村
の
産
業
、
マ
ッ
チ
と
花
火
は
子
ど
も
達
に
よ
っ
て
成
立

す
る
生
産
活
動
で
あ
る
た
め
成
人
労
働
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
文
で
詳
述
し
た
通
り
生
産
方
法

と
技
術
が
子
ど
も
の
手
仕
事
を
前
提
に
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が
通
常
の
労
働
市
場
と
異
な
る
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概
念
上
の
特
殊
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
部
分
的
」
と
呼
ぶ
理
由
で
あ
る
。
二
つ
目
は
子
ど
も
達
の
労
働
範

囲
が
同
質
的
な
社
会
・
文
化
環
境
の
枠
内
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
地
勢
上
の
限
定
が
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
達
が
県
や
州
の
境
を
越
え
て
同
種
の
、
あ
る
い
は
関
連
す
る
労

働
に
移
動
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
事
例
調
査
の
う
ち
、
唯
一
の
例
外
は
、
都
市
サ
ー
ビ
ス

業
に
働
く
ウ
ド
ゥ
ピ
の
子
ど
も
達
の
、
母
語
の
言
語
圏
を
大
き
く
越
え
る
労
働
移
動
の
現
象
で
あ
る
。
広

く
南
イ
ン
ド
一
帯
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
食
堂
に
働
く
ウ
デ
ィ
ピ
の
子
ど
も
達
は
「
断
片
的
」
で
は
あ

る
が
労
働
市
場
を
形
成
し
て
い
る
。

　
以
上
の
観
察
か
ら
浮
か
び
上
が
る
問
題
に
は
二
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
る
。
一
つ
は
児
童
労
働
市
場
の

存
在
そ
の
も
の
を
現
実
と
し
て
認
め
な
い
イ
ン
ド
社
会
の
欺
瞞
性
が
あ
る
。
研
究
者
の
知
的
欺
瞞
、
そ
し

て
政
府
の
行
政
的
怠
慢
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
児
童
労
働
は
「
子
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
、
確
立
さ
れ
た
普

遍
的
な
社
会
倫
理
基
準
か
ら
許
容
で
き
な
い
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
児
童

労
働
が
存
在
す
る
こ
と
を
容
認
し
、
そ
の
解
決
・
救
済
の
運
動
を
国
家
権
力
と
と
も
に
、
進
め
る
こ
と
を

是
と
す
る
現
実
主
義
と
そ
の
感
性
に
問
い
か
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
が
こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ

ク
に
固
執
し
、「
親
の
無
知
と
無
責
任
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
現
実
を
説
明
し
続
け
れ
ば
、
結
果
と
し
て
子

ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
奪
い
、
将
来
の
大
切
な
社
会
構
成
員
と
な
る
べ
き
機
会
を
奪
い
取
っ
て
し
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ま
う
だ
ろ
う
。

　
イ
ン
ド
の
文
献
・
資
料
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。C

hild
L

abour,
W

orking

C
hildren,C

hildren
atW

orks,B
onded

L
abour

さ
ら
にSlavery

な
ど
、
現
実
の
労
働
実
態
を
正
確
に

伝
え
う
る
用
語
の
摸
索
で
あ
る
。
あ
る
い
は
不
用
意
な
使
い
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
産
業
革
命
期
、
イ
ギ

リ
ス
資
本
主
義
の
歴
史
が
生
み
出
し
た
用
語
や
概
念
は
あ
っ
て
も
、
イ
ン
ド
の
歴
史
や
思
惟
・
思
想
が
、
さ

ら
に
襞
の
よ
う
に
折
り
重
な
る
社
会
構
成
を
反
映
し
た
も
の
は
な
い
。
た
だ
、
イ
ン
ド
の
現
実
を
熟
知
し

た
ニ
ー
ラ
・
ブ
ラ
ー
氏
（N

eera
B

urra

）
の
い
う
、“B

orn
to

w
ork”,“B

orn
U

nfree”

は
問
題
の
本
質
を

鋭
く
突
く
比
喩
的
表
現
で
あ
る
。「
教
育
を
受
け
る
機
会
の
喪
失
状
態
」
と
「
自
ら
の
意
思
と
は
無
縁
の
強

制
力
に
よ
っ
て
働
か
さ
れ
る
状
態
」
の
子
ど
も
達
を
指
し
示
す
用
語
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
。
わ
た
く
し

は
農
村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
あ
っ
て
、
親
に
対
し
て
は
「
な
ぜ
、
子
ど
も
を
学
校
に
行
か
せ
な
い
の
か
？
」、

働
く
子
ど
も
に
た
い
し
て
は
「
ど
う
し
て
、
学
校
に
行
か
な
い
の
か
？
」、
工
場
の
経
営
者
に
は
「
な
ぜ
、

こ
ん
な
幼
い
子
ど
も
を
雇
う
の
か
？
」、
地
元
の
労
働
監
督
官
に
は
「
な
ぜ
、
初
等
教
育
を
う
け
な
い
子
ど

も
達
の
就
労
を
黙
認
す
る
の
か
？
」
な
ど
、
教
育
機
会
の
喪
失
が
子
ど
も
を
過
酷
な
労
働
に
追
い
や
る
現

実
の
世
界
に
対
し
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
教
育
の
貧
困
」
と
い
う
状
態
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
【
写
真
番
号01

033,03
012,03

013,03
016

】
。
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三
　
飢
餓
的
貧
困
は
解
消
さ
れ
な
い

　
四
つ
の
地
域
報
告
が
扱
う
児
童
労
働
は
そ
の
主
要
な
発
生
要
因
と
し
て
貧
困
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
問
題
は
ど
の
よ
う
な
計
測
基
準
を
用
い
て
、
家
族
の
生
存
水
準
を
線
引
き
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
「
飢
餓
的
貧
困
」
な
る
概
念
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
人
間
に
は

誰
し
も
「
日
々
を
飢
え
な
い
権
利
」
が
あ
る
。
こ
の
最
低
の
条
件
さ
え
満
た
さ
れ
な
い
子
ど
も
が
、
し
か

も
想
像
を
超
え
る
規
模
で
、
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
バ

カ
シ
村
の
工
女
や
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
の
機
織
工
女
、
ウ
デ
ィ
ピ
村
の
サ
ー
ビ
ス
・
ボ
ー
イ
や
カ
ル
カ
ッ

タ
・
ス
ラ
ム
の
子
ど
も
達
を
前
に
し
て
考
え
た
。
子
ど
も
は
誰
で
も
、
学
校
に
行
き
、
勉
強
し
た
い
、
と
い

う
欲
求
を
本
能
的
に
も
っ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
知
」
へ
の
好
奇
心
が
そ
の
よ
う
な
願
望
を
生

み
出
す
。
し
か
し
、
教
育
の
機
会
は
欠
乏
し
、
喪
失
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
決
し
て
子
ど
も

の
知
的
期
待
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
。
初
等
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
さ
え
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
教
育
機

会
の
不
在
な
い
し
喪
失
の
状
態
は
独
立
以
来
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
て
な
お
、
今
に
い
た
る
ま
で
改
善
は

お
ろ
か
、
悪
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民
の
生
活
状
態
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
子
ど
も
達
に

は
学
校
よ
り
労
働
へ
の
道
を
歩
む
し
か
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
子
ど
も
を
労
働
に
駆
り
立
て
る
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経
済
的
背
景
に
は
土
地
と
い
う
生
存
基
盤
を
失
っ
た
農
民
の
生
活
状
況
が
あ
る
。
貧
し
さ
の
程
度
は
土
地

資
産
の
有
無
や
程
度
に
よ
り
決
ま
る
。
児
童
労
働
と
農
民
土
地
所
有
の
実
態
は
い
ま
だ
十
分
に
実
証
さ
れ

て
い
な
い
。
わ
た
く
し
は
実
際
に
工
場
で
働
く
工
女
の
親
を
訪
ね
、
こ
の
二
つ
の
輪
を
結
ぶ
結
節
点
は
じ

つ
に
教
育
機
会
の
欠
乏
な
い
し
喪
失
に
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
シ
バ
カ
シ
村
の
事
例
が
あ
る
。
調

査
対
象
三
五
世
帯
の
「
土
地
な
し
農
民
家
族
」
は
す
べ
て
マ
ッ
チ
工
女
の
収
入
に
支
え
ら
れ
た
「
飢
餓
線

上
の
生
活
水
準
」
に
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
が
学
ぶ
た
め
の
小
学
校
は
徒
歩
圏
内
に
は
な
い
。
一
村
に
一

学
級
さ
え
な
い
。
マ
ッ
チ
工
女
を
生
み
出
す
貧
困
圧
力
は
教
育
機
会
の
不
在
と
い
う
状
況
と
あ
い
ま
っ
て
、

子
ど
も
を
た
だ
ひ
と
つ
の
生
き
る
道
、
マ
ッ
チ
工
場
へ
と
追
い
や
る
。
イ
ン
ド
の
最
貧
困
州
に
ラ
ン
ク
さ

れ
る
ガ
ン
ジ
ス
流
域
地
域
ビ
ハ
ー
ル
州
の
稲
作
農
民
（
小
農
）
の
貧
困
、
困
窮
の
状
態
と
比
べ
て
も
シ
バ
カ

シ
村
一
帯
の
小
農
の
「
生
存
限
界
水
準
」
は
著
し
く
低
い
。
こ
こ
で
は
、
人
間
が
生
き
る
た
め
の
最
低
限

の
生
活
水
準
も
し
く
は
必
要
量
を
生
み
出
す
土
地
す
ら
な
い
世
界
が
あ
る
。
す
べ
て
が
土
地
を
も
た
な
い

農
業
労
働
者
の
生
活
で
あ
る
。
生
活
の
た
め
の
原
資
は
日
雇
い
の
農
業
労
働
と
子
ど
も
の
工
場
労
働
に
よ

る
。
そ
し
て
な
お
も
、
日
々
を
生
き
る
た
め
の
、
ミ
ニ
マ
ム
の
許
容
レ
ベ
ル
に
至
ら
な
い
。
わ
た
く
し
の

抱
く
農
民
像
は
一
九
七
一
年
の
北
イ
ン
ド
、
ビ
ハ
ー
ル
州
ア
ラ
ー
村
に
数
日
間
の
滞
在
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
体
験
と
農
民
と
の
会
話
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
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＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

一
九
七
一
年
ビ
ハ
ー
ル
農
村
調
査
の
回
想

　
家
計
の
収
入
と
支
出
の
デ
ー
タ
収
集
は
困
難
を
き
わ
め
る
。
わ
た
く
し
は
か
つ
て
一
九
七
一
年
、
ビ
ハ
ー

ル
州
ガ
ン
ジ
ス
流
域
稲
作
農
業
地
帯
シ
ャ
ハ
バ
ー
ド
県
（Shahabad

D
istrict

）
ア
ラ
ー
村
（A

rrah

）
を
対

象
に
農
業
技
術
移
転
の
効
果
分
析
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
新
技
術
を
採
用
し
た
農
民
と
拒
否
し
た
農

民
の
所
得
（
収
入
）
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
技
術
移
転
の
所
得
効
果
を
定
量
化
し
評
価
し
よ
う
と
す
る

パ
イ
ロ
ッ
ト
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
当
時
わ
た
く
し
が
所
属
し
て
い
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
開
発
セ
ン
タ
ー
（
パ
リ
）

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
約
二
週
間
の
村
で
の
生
活
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
貴
重
な
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ワ
ー
ク
の
経
験
で
あ
る
。
調
査
対
象
の
農
村
は
ガ
ン
ジ
ス
流
域
の
稲
作
農
業
地
帯
の
な
か
で
最
も
貧

し
い
生
活
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
地
域
に
あ
る
。
こ
れ
を
表
現
す
る
に
は
「
飢
餓
線
上
に
漂
う
農
民
」
と
い

う
言
葉
以
外
に
な
い
。

　
家
計
の
収
入
と
支
出
と
い
う
貨
幣
的
デ
ー
タ
は
た
と
え
農
民
の
口
か
ら
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
て
も
、

そ
の
信
憑
性
は
限
り
な
く
絶
望
に
近
い
。
作
付
け
面
積
や
収
穫
量
な
ど
物
量
デ
ー
タ
は
村
の
長
老
達
の
証

言
な
ど
で
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
。
し
か
し
農
薬
や
肥
料
な
ど
投
入
財
へ
の
支
出
は
過
大
に
、
ま
た
、
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収
穫
物
の
市
場
販
売
額
は
過
小
に
、
し
か
も
記
録
は
な
い
の
が
普
通
で
、
記
憶
の
な
か
か
ら
引
き
出
す
の

で
あ
る
。
所
得
に
関
す
る
聞
き
取
り
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
。

な
に
一
つ
得
心
の
ゆ
く
所
得
タ
ー
ム
の
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
苦
い
経
験
が
あ
る
。
政
府
役
人
の
通

訳
を
介
す
る
わ
た
く
し
の
聞
き
取
り
調
査
を
農
民
達
は
警
戒
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
行
し
た
州
政
府
担
当

官
は
徴
税
吏
が
調
査
に
き
た
の
か
と
疑
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
か
つ
て
、
一
九
一
七

年
、
Ｍ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
指
導
す
る
地
代
引
下
げ
の
大
衆
闘
争
、
反
英
闘
争
の
舞
台
と
し
て
歴
史
に
残
る

地
、
チ
ャ
ン
パ
ー
ラ
ン
（C

ham
paran

）
の
村
は
こ
こ
か
ら
車
で
五
、
六
時
間
の
距
離
。
イ
ギ
リ
ス
人
土
地

所
有
者
と
藍
小
作
農
民
の
闘
い
の
歴
史
が
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
記
憶
が
よ
そ
者
の
わ
た
く

し
を
悪
徳
代
官
に
仕
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
笑
え
な
い
は
な
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

　
一
九
七
〇
年
代
の
初
め
、
米
の
高
収
量
品
種
が
試
験
的
に
導
入
さ
れ
始
め
た
こ
ろ
で
、
稲
作
技
術
の
革

新
が
農
民
に
将
来
を
約
束
し
よ
う
と
し
た
時
代
で
あ
る
。
今
ま
で
の
保
守
的
で
、
停
滞
の
農
民
像
は
市
場

の
変
化
に
反
応
す
る
普
通
の
生
産
者
行
動
を
示
す
農
民
像
へ
と
転
換
が
始
ま
る
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
こ
の

地
域
の
農
民
の
生
活
は
「
定
常
的
な
貧
困
状
態
」、
つ
ま
り
、
経
済
的
・
社
会
的
変
化
に
反
応
す
る
こ
と
の
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困
難
な
状
態
の
貧
困
と
定
義
で
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
貧
困
の
ス
ケ
ー
ル
は
飢
餓
線
上
に
あ
る
。
農
民
像

は
停
滞
的
と
描
写
さ
れ
た
。
こ
れ
が
少
な
く
と
も
六
〇
年
代
ま
で
の
開
発
論
に
支
配
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で

も
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
の
知
る
七
〇
年
代
の
農
民
像
は
、
土
地
所
有
が
大
き
い
ほ
ど
新
技
術
の
採
用
に
積

極
的
な
経
済
行
動
を
示
す
人
間
と
理
解
し
た
。
逆
に
、
土
地
な
し
農
民
は
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
と
る
こ

と
を
逡
巡
し
、
結
果
と
し
て
高
収
量
の
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
農
民
に
と
っ
て
は
「
合

理
的
」
な
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
九
〇
年
代
は
市
場
の
変
化
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
す
る
経
済
主
体
の
農

民
像
へ
と
転
換
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
生
産
手
段
の
土
地
保
有
が
以
前
に
ま
し
て
集
中
化
し
、
加
え
て

農
業
の
世
界
に
自
由
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
ど
の
経
済
・
社
会
の
大
き
な
変
動
が
あ
る
。
し
か
し
、

他
方
で
は
土
地
な
し
農
民
層
の
規
模
が
拡
大
し
「
飢
餓
的
貧
困
」
の
農
村
人
口
が
増
加
し
続
け
て
い
く
の

で
あ
る
。

四
　
教
育
の
貧
困
は
構
造
化
す
る

　
識
字
率
と
い
う
、
初
等
教
育
が
ど
の
程
度
進
ん
で
い
る
か
を
示
す
指
標
が
あ
る
。
生
活
言
語
あ
る
い
は

母
語
に
よ
る
、
読
む
・
書
く
・
理
解
す
る
能
力
を
測
る
指
標
で
あ
る
。
一
〇
年
ご
と
に
世
界
一
斉
に
行
わ

　 233



7 : 2010/1/7(19:8)

れ
る
「
国
勢
調
査
」
が
基
本
と
な
る
も
の
で
二
〇
〇
一
年
度
調
査
が
最
新
の
統
計
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
児

童
労
働
と
識
字
率
、
そ
し
て
貧
困
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
ど
う
読
み
と
る
か
。
二
三
六
頁
の
表
７

は
対
象
四
地
域
ご
と
に
県
レ
ベ
ル
の
人
口
、
識
字
率
（
二
〇
〇
一
年
）
と
「
教
育
機
会
」
の
大
き
さ
（
二
〇

〇
五
、
〇
六
年
）
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
（
県
）
の
教
育
実
態
は
事
例
調
査
の
各
章
に
解
説
し
た
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
し

か
し
、
平
均
の
識
字
率
と
学
校
（
級
）
数
の
統
計
を
注
意
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
有
意
な
関
係
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
識
字
率
は
国
勢
調
査
時
点
に
あ
っ
て
住
民
の
生
活
言
語
な
い
し
、
母
語
に
よ
る
読
み
・

書
き
・
理
解
す
る
「
能
力
」
を
示
す
。
そ
の
「
能
力
」
の
根
源
が
公
教
育
／
正
規
教
育
か
、
ま
た
は
非
正

規
教
育
か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
寺
院
や
イ
ス
ラ
ー
ム
寺
院
の
、
い
わ
ゆ

る
「
寺
院
学
校
」
教
育
が
重
要
な
役
割
を
担
う
。
シ
バ
カ
シ
地
域
を
含
む
南
イ
ン
ド
一
帯
の
タ
ミ
ル
語
圏

で
は
キ
リ
ス
ト
教
会
「
教
会
学
校
」
の
役
割
も
決
し
て
少
な
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
シ
バ
カ
シ
地

域
の
隣
接
州
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
マ
ラ
ヤ
ー
ラ
ム
語
圏
は
人
口
の
大
部
分
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
イ
ン
ド

全
土
で
最
も
高
い
識
字
率
を
誇
る
地
で
あ
る
。
公
教
育
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
会
の
果
た
す
役
割
は
大
き

い
。
さ
ら
に
、
マ
ラ
バ
ー
ル
沿
岸
地
域
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
の
カ
ン
ナ
ダ
語
圏
、
事
例
調
査
の
一
つ
、
ウ
ド
ゥ

ピ
地
域
で
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
組
織
が
非
正
規
教
育
に
果
た
す
役
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割
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
事
例
調
査
の
も
う
一
つ
、
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
ジ
ャ
イ
プ
ル
地
域
に
は
イ

ス
ラ
ー
ム
の
児
童
労
働
が
多
く
存
在
す
る
。
宗
教
上
の
理
由
か
ら
女
児
が
公
衆
と
の
接
触
を
避
け
て
イ
ス

ラ
ー
ム
寺
院
の
寺
院
学
校
を
選
好
す
る
と
い
う
。
東
イ
ン
ド
、
コ
ル
カ
タ
都
市
圏
（
平
均
八
〇
・
九
％
／
女

七
七
・
三
％
）
は
ケ
ー
ラ
ラ
州
（
平
均
九
〇
・
九
％
―
男
九
四
・
二
％
／
女
八
七
・
七
％
）
に
次
い
で
第
二
位
の

高
い
識
字
率
を
誇
る
（
識
字
率
は
前
記
一
覧
表
注
記
の
中
央
政
府
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
）
。
こ
こ
は
英
領
イ

ン
ド
時
代
の
首
都
機
能
を
有
し
た
大
都
市
圏
、
高
等
教
育
の
先
達
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
中
心
地
で

も
あ
っ
た
。
事
例
調
査
の
コ
ル
カ
タ
市
ス
ラ
ム
に
は
非
正
規
教
育
を
担
う
各
種
の
低
学
年
学
級
が
機
能
し

て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
高
い
識
字
率
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
四
地
域
の
識
字
率
を

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
・
文
化
、
そ
し
て
歴
史
過
程
の
背
景
で
読
み
直
す
と
き
、
正
規
教
育
と
は
別
の
「
社
会

的
感
性
」
と
も
い
う
べ
き
地
域
社
会
の
成
熟
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
化
論
は
こ
れ
を
「
未

成
熟
」
な
教
育
組
織
と
考
え
る
。
わ
た
く
し
は
聞
き
取
り
調
査
の
過
程
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

は
人
々
を
包
み
込
む
文
化
の
多
層
性
や
価
値
の
多
元
性
と
も
い
う
べ
き
地
域
特
有
の
感
性
の
存
在
を
ひ
し

ひ
し
と
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
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表７.　4事例地域（県）別の識字率と教育機会比較（2005年度）

県 人口規模
0～6歳児＊ 識字率 教育機会＊＊

（千人）
1.シバカシ地域＊＊＊ 1,751 11.6% 73.7% ①公立：生徒数/1校 77人
（村数：456村） （約20万人） 　私立：同 184人

②公立：1村平均 1.4校
　私立：同0.9校
③1校/1学級 8校
　1校/教師1人 22校

2.ジュンジュヌ県 1,914 17.5% 73.61% ①公立：生徒数/1校 562人
（村落数：1,021村） （約33万人） 　私立：同91人

②公立：1村平均 1.3校
　私立：同 0.1校
③1校/1学級 14校
　1校/教師1人 277校

3.コルカタ（市） 4,573 8.5% 80.9%　 ①公立：生徒数/1校 120人
（約39万人） 　私立：同 448人

②公立：1村平均 121校
　私立：同 343校
③1校/1学級 8.6校
　1校/教師1人 7.8校

4.ウディピ県 1,112 10.3% 81.34%　 ①公立：生徒数/1校 41人
（村落数：257村） （約11万人） 　私立：同 67人

②公立：1村平均 1.1校
　私立：同0.2校
③1校/1学級 18校
　1校/教師1人 51校

注 ＊推計値：県人口に対する比率。
＊＊教育機会（学校の規模）：すべて小学１学年（Class 1）に限る、①１校
あたり生徒数。②１村あたり学校数。単位（1学級・1教師）あたり学校
数。そのほか＜指定カ―スト＞や＜指定部族＞に与えられる入学特別
枠は優遇措置などが含まれる。ここでは詳細を割愛してある。

＊＊＊行政上、シバカシは現在、市となり、Virudhunagar県の一部となる。
出所：県（District）レベルのデータベース：District Elementary Education Report
Card—2005/06,（National University of Education Planning and Administration,
New Delhi）による。

事例地域の章区分〔1〕シバカシ地域：第2章　シバカシ村のマッチ工女
　　　　　　　　〔2〕ジュンジュヌ県：第3章　タール砂漠の児童労働
　　　　　　　　〔3〕コルカタ市：第5章　カルカッタのスラムと児童労働
　　　　　　　　〔4〕ウディピ県：第6章　西ガーツ山脈を越える児童労働
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五
　
児
童
労
働
は
社
会
慣
習
化
す
る

　
四
事
例
の
調
査
は
児
童
労
働
を
め
ぐ
る
親
の
子
ど
も
観
を
主
要
な
柱
の
一
つ
に
し
た
。
経
済
行
動
に
お

け
る
主
体
の
意
思
決
定
に
は
何
ら
か
の
社
会
選
択
と
い
う
判
断
が
と
も
な
う
。
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て

も
同
じ
で
あ
る
。
子
ど
も
に
で
き
る
だ
け
高
い
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
と
い
う
親
の
願
望
の
言

葉
を
聴
く
。
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
「
選
択
」
行
為
が
あ
る
。
親
の
経
済
的
負
担
が
子
ど
も
の
将
来
に
貨
幣

的
利
益
―
高
い
経
済
的
利
得
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
、
と
の
期
待
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
将
来
も
た
ら

す
に
違
い
な
い
、
と
期
待
す
る
便
益
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
現
在
と
将
来
を
比
較
す
る
「
選
択
」
の

行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
に
進
学
よ
り
就
業
の
道
を
選
ば
せ
る
選
択
と
い
う
行
為
も
あ
る
。
先
進
社

会
の
経
験
と
そ
の
理
論
モ
デ
ル
は
、
あ
る
社
会
に
支
配
的
な
「
子
ど
も
観
」
が
そ
の
社
会
全
体
の
「
社
会

的
厚
生
」
を
限
り
な
く
極
大
化
す
る
よ
う
な
選
択
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
に
沿
っ
て

現
実
の
世
界
、
シ
バ
カ
シ
村
と
い
う
農
村
社
会
の
な
か
に
「
子
ど
も
観
」
の
片
鱗
を
探
る
の
で
あ
る
。
聞

き
取
り
調
査
で
は
、
娘
が
マ
ッ
チ
工
女
と
し
て
働
く
父
親
三
五
名
の
協
力
を
得
た
。
親
へ
の
聞
き
取
り
は

ま
ず
、
シ
バ
カ
シ
一
帯
の
教
育
機
会
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
始
め
る
。
村
の
公
立
小
学
校
、
寺
院
な
ど
の

寺
子
屋
、
そ
の
ほ
か
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
の
夜
間
学
校
の
有
無
な
ど
、
ど
の
程
度
知
識
を
持
っ
て
い
る
か
を
聞
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く
。
年
齢
は
三
五
〜
四
五
歳
、
幼
少
の
こ
ろ
、
初
代
首
相
Ｊ
・
ネ
ル
ー
の
熱
気
に
あ
ふ
れ
た
「
子
ど
も
の

権
利
」
宣
言
（
憲
法
）
に
酔
い
し
れ
た
年
代
が
大
部
分
を
占
め
る
。
そ
の
彼
ら
は
小
学
教
育
の
恩
恵
を
う
け

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
親
か
ら
引
き
継
い
だ
土
地
は
一
エ
ー
カ
ー
以
下
が
二
一
人
、
す
べ
て
の
も
の
が
こ

れ
を
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
土
地
を
持
た
な
い
農
民
・
労
働
者
」
に
転
落
し
た
。
残
り
の
一
四

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
土
地
な
し
農
民
」。
彼
ら
は
一
様
に
正
規
教
育
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
幼
少

期
の
体
験
を
も
つ
。
自
分
の
子
ど
も
達
の
将
来
を
ど
の
よ
う
に
期
待
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
質
問
の
核
心
部
分
は
一
つ
は
生
活
意
欲
に
か
か
わ
る
問
い
、
二
つ
は
親
の
自
立
的
意
思
に
か
か
わ
る
問

い
、
の
二
つ
の
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
普
通
は
経
済
的
に
最
貧
困
の
農
民
像
は
し
ば
し
ば
、
進
歩
、
変

革
へ
の
意
欲
や
自
立
心
に
欠
け
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
一
九
六
〇
年
代
初
め
の

農
民
像
で
あ
り
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
を
終
え
よ
う
と
す
る
今
日
（
調
査
時

点
）
、
そ
の
よ
う
な
農
民
像
で
は
あ
り
え
な
い
、
否
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
わ
た
く
し
の
理
解
が
あ
る
。

こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
思
い
が
あ
っ
た
。
食
事
の
内
容
と
回
数
を
聞
き
取
り
、「
い
ま
、
な
ぜ
一

日
一
回
し
か
、
少
し
ば
か
り
の
米
飯
が
と
れ
な
い
の
か
？
」。
続
く
問
い
、「
空
腹
や
食
事
の
と
れ
な
い
生

活
か
ら
『
自
由
』
で
あ
り
た
い
か
？
」。
宿
命
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
、
昔
な
が
ら
の
生
活
慣
習
、
土
地

を
も
た
な
い
農
民
の
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
そ
の
日
暮
ら
し
、
村
と
い
う
村
落
社
会
の
諸
慣
習
、
こ
れ
ら
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す
べ
て
の
桎
梏
か
ら
「
自
由
」
に
な
り
た
い
と
い
う
願
望
は
確
か
に
あ
る
。
村
の
集
会
所
の
庭
先
に
円
陣

に
座
っ
た
全
員
の
口
か
ら
「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
」
と
タ
ミ
ル
語
が
響
く
。
わ
た
く
し
は
か
れ
ら
の
硬
く
閉

ざ
さ
れ
た
心
に
訴
え
る
よ
う
に
、
戦
後
の
一
時
期
、
未
曾
有
の
飢
餓
状
態
に
あ
っ
た
日
本
の
こ
と
、
自
身

の
食
糧
難
に
困
窮
し
た
少
年
時
代
の
体
験
を
語
っ
た
。
か
れ
ら
は
欠
乏
か
ら
の
「
自
由
」
が
い
か
に
大
切

な
こ
と
か
、
そ
の
た
め
に
自
分
の
意
思
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
か
、
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。
つ
ぎ
の
課
題

は
「
児
童
労
働
」
に
関
わ
る
質
問
で
あ
る
。
シ
バ
カ
シ
農
民
に
と
っ
て
生
活
の
な
か
に
「
選
択
」
と
い
う

意
思
決
定
の
行
為
は
少
な
く
な
い
。
親
が
女
児
を
マ
ッ
チ
工
場
に
、
男
児
を
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
花
火

工
場
に
送
り
出
す
に
は
理
由
が
あ
り
、
選
択
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
選
択
の
大
切
な
こ
と
を

彼
ら
自
身
が
確
認
し
て
ほ
し
い
、
そ
ん
な
狙
い
か
ら
時
間
を
す
こ
し
多
く
と
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
課
題

に
入
る
こ
ろ
に
は
聞
き
取
り
調
査
か
ら
円
陣
の
対
話
集
会
の
様
子
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
比
較
的
年
齢
の

若
い
親
が
発
言
し
た
。

　
「
村
の
外
側
の
世
界
で
は
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
Ｉ
Ｔ
革
命
が
進
ん
で
い
る
。
近
く
の
町
ま
で
行
け

ば
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
Ｔ
Ｖ
局
の
番
組
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
州
都
チ
ェ
ン
ナ
イ

市
や
近
接
す
る
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
市
な
ど
の
工
科
系
大
学
を
卒
業
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
水

準
の
高
給
取
り
に
な
れ
る
。
な
に
よ
り
も
Ｉ
Ｔ
技
術
管
理
者
と
し
て
何
千
、
何
万
の
欧
米
人
を
イ
ン
ド
に
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居
な
が
ら
に
し
て
部
下
に
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
ね
」
と
。

　
イ
ン
ド
の
持
つ
可
能
性
を
予
感
し
、
自
分
の
子
ど
も
に
期
待
を
寄
せ
る
言
葉
が
あ
る
。
子
ど
も
の
将
来

進
路
に
思
い
を
は
せ
る
親
の
顔
が
あ
る
。
こ
こ
に
集
ま
る
三
五
人
の
親
全
員
の
願
い
に
違
い
な
い
。
わ
ず

か
の
金
銭
的
余
裕
で
も
あ
れ
ば
今
の
生
活
を
我
慢
し
て
で
も
子
ど
も
の
教
育
に
ま
わ
し
た
い
、
こ
れ
が
異

口
同
音
の
答
え
で
あ
っ
た
。
心
底
か
ら
の
願
い
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
。
多
く
の
調
査
報
告
書
や
論
文
に

は
父
親
の
無
知
や
怠
惰
、
ま
た
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
こ
そ
が
子
ど
も
を
児
童
労
働
に
追
い
や
る
元
凶
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
親
の
責
任
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
階
級
社
会
が
も
た
ら
し
た
偏
見
で
あ

り
、
外
部
者
が
作
り
上
げ
た
「
農
民
の
虚
像
」
と
考
え
た
い
。
こ
こ
、
シ
バ
カ
シ
村
は
「
児
童
労
働
」
の

地
。
子
ど
も
達
は
幼
く
し
て
、
男
児
が
花
火
工
場
に
、
女
児
が
マ
ッ
チ
工
場
に
向
か
う
「
家
計
の
必
要
」
が

あ
る
。
ニ
ー
ラ
・
ブ
ラ
ー
氏
の
い
う
、「
働
く
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
」（B

orn
to

W
ork

）
子
ど
も
達
が
必

要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
世
代
を
ま
た
が
り
累
積
す
る
借
金
＝
負
の
資
産
の
重
圧
が
あ
る
。
こ
れ
が
債
務

労
働
の
主
た
る
元
凶
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
域
全
体
に
幾
世
代
に
わ
た
り
定
着
し
た
「
暴
力
的
農
村
金
融
の

シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
子
ど
も
の
労
働
は
こ
の
搾
取
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
永
続
的
な
労

働
慣
習
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
シ
バ
カ
シ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
事
例
調
査
で
と
り
あ
げ
た
四
つ
の
地
域
の
ほ

か
に
も
数
多
く
の
「
児
童
労
働
の
地
」
が
あ
る
。
わ
た
く
し
が
過
去
の
調
査
旅
行
で
訪
ね
た
農
村
貧
困
の
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　第七章　不就学児童労働を考える

ベ
ル
ト
地
帯
は
ほ
ぼ
全
土
に
及
ぶ
。
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
当
時
も
、
そ
し
て
現
在
も
依
然
と
し
て
「
児

童
労
働
の
地
」
で
あ
り
続
け
る
。
そ
れ
ら
は
、
南
イ
ン
ド
、
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
の
マ
イ
ソ
ー
ル
農
村
マ
ン

デ
ィ
ア
一
帯
（
養
蚕
・
製
糸
業
）
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
チ
ェ
ン
ナ
イ
市
郊
外
農
村
部
（
皮
革
業
）
、
中
部

イ
ン
ド
、
デ
ッ
カ
ン
高
原
（
綿
花
栽
培
・
製
品
加
工
・
搬
送
な
ど
）
、
ビ
ハ
ー
ル
州
や
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー

シ
州
の
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
農
村
部
一
帯
（
カ
ー
ペ
ッ
ト
製
造
、
真
鍮
加
工
・
製
造
）
な
ど
、
す
べ
て
が
「
由
緒

あ
る
、
歴
史
の
あ
る
」
児
童
労
働
の
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
古
く
か
ら
の
癒
し
が
た
い
病
巣
が
あ

る
。
農
民
搾
取
の
金
融
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。
負
債
の
重
圧
に
親
の
選
択
の
余
地
は
少
な
い
。
子
ど

も
を
労
働
の
地
に
送
る
し
か
ほ
か
に
道
は
な
い
。

六
　
子
ど
も
達
の
「
反
乱
」

　
今
、
自
由
化
の
波
と
と
も
に
海
外
資
本
が
農
村
金
融
の
分
野
に
ま
で
進
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
農
民

の
運
命
は
地
元
金
融
仲
介
者
を
介
し
て
多
国
籍
金
融
資
本
に
翻
弄
さ
れ
る
事
態
が
進
行
し
て
い
る
。
そ
の

衝
撃
の
波
は
激
流
と
な
っ
て
子
ど
も
達
を
襲
う
に
違
い
な
い
。
児
童
労
働
の
人
口
規
模
は
増
大
し
、
内
在

す
る
問
題
は
ま
す
ま
す
解
決
を
困
難
に
す
る
だ
ろ
う
。
農
民
に
許
容
さ
れ
る
自
由
と
選
択
の
幅
は
拡
大
ど
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こ
ろ
か
、
む
し
ろ
狭
窄
の
方
向
に
進
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
予
兆
す
ら
見
え
て
く
る
。
発
展
・

拡
大
を
加
速
す
る
「
都
市
・
工
業
の
世
界
」
の
出
現
が
現
実
と
な
り
、
も
う
一
方
の
、
ま
た
、
巨
大
な
人
口

規
模
の
世
界
、「
農
村
・
農
業
」
に
進
行
す
る
変
動
も
進
展
す
る
。
真
っ
先
に
激
流
に
翻
弄
さ
れ
る
脆
い
社

会
的
弱
者
が
い
る
。
そ
れ
は
「
教
育
の
機
会
を
奪
わ
れ
」、「
社
会
の
保
護
も
な
い
労
働
環
境
下
」
に
、「
強

制
的
に
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
た
」、「
あ
ま
り
に
も
幼
い
子
ど
も
達
」
で
あ
る
。
こ
の
増
加
を
続
け
る

不
就
学
児
童
労
働
の
存
在
が
イ
ン
ド
社
会
と
経
済
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
る
。
子
ど
も
達
の
声
な
き
「
反
乱
」

は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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