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先
進
国
と
途
上
国
を
比
べ
て
論
じ
る
と
き
、
一

般
に
「
豊
か
な
国
ほ
ど
個
人
の
自
由
度
が
高
い
」

と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ろ
う

者
の
言
語
の
問
題
に
限
っ
て
は
、
裕
福
な
国
・
地
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と
い
う

奇
妙
な
逆
説
が
あ
る
。
私
た
ち
は
ろ
う
者
の
た
め

の
開
発
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
言
語
的
自
由
を

奪
わ
れ
て
き
た
ろ
う
者
の
歴
史
か
ら
真
摯
に
学
び
、

そ
の
自
由
を
妨
げ
な
い
よ
う
な
形
で
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
ろ
う
者
の
言
語
、
手
話

こ
の
小
論
は
、
ろ
う
者
（
手
話
を
話
す
耳
の
聞

こ
え
な
い
人
た
ち
）
に
お
け
る
開
発
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
そ
の
言
語
的
自
由
の
側
面
を
中
心
に
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。

手
話
と
は
、
世
界
各
地
の
ろ
う
者
の
集
ま
り
の

中
で
生
ま
れ
た
視
覚
的
な
自
然
言
語
の
総
称
で
あ

る
。
世
界
に
は
少
な
く
と
も
一
一
九
種
類
の
異
な

る
手
話
言
語
が
分
布
し
て
お
り
（
言
語
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
「
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
」
に
よ
る
）、
各
地
の
ろ

う
者
た
ち
の
世
代
間
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
手
話

は
ろ
う
者
が
生
み
出
し
た
各
地
各
様
の
文
化
で
あ

り
、
日
常
生
活
を
営
む
言
語
で
あ
り
、
ろ
う
者
が

教
育
や
労
働
で
用
い
る
作
業
言
語
で
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
手
話
の
使
用
状
況
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ

の
機
能
は
音
声
言
語
が
そ
な
え
て
い
る
そ
れ
と
違

い
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
当
事
者
主
体
の

開
発
を
検
討
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法

が
と
れ
る
だ
ろ
う
か
。
当
然
ろ
う
者
た
ち
は
、
自

分
た
ち
の
こ
と
ば
で
あ
る
手
話
を
用
い
て
教
育
環

境
や
労
働
環
境
を
整
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
外
部
者
が
関
わ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
手
話
言
語
集
団
全
体
の
能
力
を
高
め
て

い
く
よ
う
な
支
援
方
法
を
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

が
実
態
に
即
し
た
開
発
援
助
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

●
先
進
国
に
お
け
る
手
話
の
抑
圧｜

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
日
本

一
八
世
紀
中
葉
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
で
世
界
最

初
の
ろ
う
学
校
が
設
立
さ
れ
た
と
き
は
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
発
想
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
。
当
時

貧
困
層
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
パ
リ
の
ろ
う
者
た
ち

に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
ド
レ
ペ
は
、
ろ
う

者
た
ち
が
手
話
を
通
し
て
神
の
こ
と
ば
を
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
手
話
で
教
え

る
ろ
う
学
校
を
つ
く
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
識
字
教

育
を
始
め
た
。
こ
の
学
校
は
ろ
う
者
の
教
員
た
ち

を
輩
出
し
、
世
界
に
名
だ
た
る
ろ
う
教
育
の
中
心

地
と
な
っ
た
。
一
九
世
紀
、
日
本
で
最
初
の
ろ
う

学
校
が
京
都
に
で
き
た
と
き
も
、
や
は
り
創
立
者

の
古
川
太
四
郎
は
ろ
う
者
が
話
す
手
話
を
用
い
た

教
育
を
工
夫
し
て
い
た
。

し
か
し
一
九
世
紀
末
か
ら
、
口
話
法
（
特
別
な

訓
練
に
よ
っ
て
ろ
う
児
に
音
声
言
語
の
発
話
と
読

話
を
習
得
さ
せ
る
方
法
）
に
よ
る
教
育
を
優
位
と

す
る
思
想
が
、
耳
の
聞
こ
え
る
教
育
者
た
ち
の
心

を
と
ら
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
口
話
法
が
強
く

主
張
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
は
も
と
よ
り
、
手
話
法

の
歴
史
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
で
も
、
口
話
法

支
持
者
た
ち
が
政
府
を
巻
き
込
ん
だ
運
動
を
展
開

し
、
政
策
と
し
て
口
話
法
を
採
用
さ
せ
て
い
っ
た
。

詳
細
は
先
行
研
究
も
多
い
た
め
割
愛
す
る
が
（
参

考
文
献
③
等
）、
彼
ら
の
動
機
は
し
ば
し
ば
、
知

的
な
障
害
が
な
い
ろ
う
児
た
ち
に
対
し
て
音
声
言

語
が
話
せ
る
と
い
う
恩
恵
を
与
え
、
聞
こ
え
る
人

た
ち
と
対
等
に
し
よ
う
と
い
う
善
意
に
支
え
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
音

声
言
語
の
口
の
形
を
読
み
取
っ
た
り
声
を
発
し
た

り
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
、

開
発
に
お
い
て
手
話
の
自
由
を̶

ろ
う
者
の
言
語
的
自
由
と
豊
か
さ
に
関
す
る
逆
説
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受
難
の
時
代
の
始
ま
り
だ
っ
た
。
手
話
は
言
語
で

な
い
と
の
社
会
的
通
念
も
定
着
し
、
ろ
う
教
育
の

主
導
権
は
ろ
う
者
の
手
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

口
話
法
の
方
針
の
も
と
、
手
話
が
で
き
な
い
耳
が

聞
こ
え
る
教
員
が
ろ
う
学
校
に
採
用
さ
れ
、
ろ
う

者
は
採
用
さ
れ
に
く
い
時
代
と
な
っ
た
。

二
○
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
ろ
う
者
団
体
の
運

動
や
学
校
現
場
の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
受
け
て
、
先
進

諸
国
は
手
話
容
認
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
北
欧
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、
手
話
を
ろ
う

児
の
第
一
言
語
と
位
置
づ
け
て
学
校
で
用
い
る
新

し
い
ろ
う
教
育
が
提
唱
・
実
践
さ
れ
て
お
り
、
世

界
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

●
ろ
う
者
に
よ
る
ろ
う
教
育
事
業｜

西
・
中
部
ア
フ
リ
カ

一
方
、
私
は
中
部
・
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
で
ろ
う

者
と
手
話
言
語
に
関
す
る
調
査
を
続
け
て
き
た
が
、

そ
こ
で
意
外
な
事
実
に
出
会
っ
た
（
参
考
文
献
①

参
照
）。
こ
の
一
帯
で
は
「
ろ
う
者
の
た
め
の
キ

リ
ス
ト
教
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
ろ
う
者
の
団
体

が
、
一
九
五
○
年
代
以
降
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
独
立

期
か
ら
教
育
事
業
を
展
開
し
て
お
り
、
ろ
う
者
た

ち
自
身
が
ろ
う
学
校
設
立
、
若
手
ろ
う
者
教
員
の

研
修
、
学
校
運
営
な
ど
に
あ
た
っ
て
き
た
。
そ
れ

は
手
話
言
語
集
団
の
中
で
ろ
う
者
の
人
材
を
育
て

る
と
い
う
効
率
の
よ
い
方
法
を
採
用
し
、
約
三
○

年
間
で
ア
フ
リ
カ
一
三
カ
国
に
三
一
校
も
の
ろ
う

学
校
を
設
立
し
た
、
世
界
最
大
級
の
ろ
う
教
育
事

業
で
も
あ
っ
た
。
先
進
国
の
ろ
う
者
た
ち
が
口
話

法
支
配
の
中
、
理
解
で
き
な
い
音
声
言
語
の
授
業

に
耐
え
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
進
国

の
ろ
う
教
育
が
ろ
う
者
に
口
話
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
に
多
大
な
時
間
と
人
件
費
を
費
や
し
て
い

た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

驚
か
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
だ
け
で
は
な
い
。
今

日
の
ア
フ
リ
カ
の
ろ
う
者
の
姿
を
見
て
い
て
も
、

そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
。

「
私
た
ち
が
設
立
し
た
ろ
う
学
校
を
い
ち
ど
見

に
来
な
さ
い
」
と
、
私
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
ろ
う

者
に
誘
わ
れ
た
。

「
日
本
で
も
、
ろ
う
者
が
教
え
た
ら
い
い
よ
」

カ
メ
ル
ー
ン
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
ろ
う
者
に

は
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
こ
と
を
あ
っ
さ
り
と
言

わ
れ
た
。

Ａ
「
フ
ラ
ン
ス
は
大
変
ら
し
い
よ
、
口
話
、
口

話
で
」

Ｂ
「
ふ
う
ん
」

と
、
ベ
ナ
ン
の
ろ
う
者
た
ち
は
昼
ご
は
ん
を
食

べ
な
が
ら
、
ひ
と
ご
と
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い

る
。
日
本
か
ら
調
査
に
来
た
私
に
と
っ
て
は
、
と

て
も
ひ
と
ご
と
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

そ
の
言
語
的
な
自
由
さ
。
し
か
も
、
ろ
う
者
が

ろ
う
教
育
を
担
当
し
て
手
話
で
教
え
る
と
い
う
こ

と
を
こ
と
さ
ら
に
幸
福
だ
と
も
思
っ
て
お
ら
ず
、

そ
の
関
わ
り
方
は
自
然
体
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
れ

が
許
さ
れ
な
い
国
や
地
域
が
あ
る
の
で
す
か
と
い

う
ま
な
ざ
し
で
、
先
進
国
を
眺
め
て
い
る
。

ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
開
発
途
上

国
と
さ
れ
る
国
々
で
も
、
ろ
う
学
校
で
手
話
が
使

わ
れ
て
い
て
何
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

断
片
的
な
情
報
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
フ

リ
カ
に
見
た
よ
う
な
大
事
業
が
他
の
地
域
に
も
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
手
話
の
自
由

さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
フ
リ
カ
だ
け
の
特

性
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

●
人
種
別
ろ
う
教
育
の
矛
盾｜

南
ア

フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ

同
じ
地
域
で
も
人
種
別
に
ろ
う
教
育
が
分
か
れ

て
い
た
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な

「
先
進
国
＝
口
話
」、「
途
上
国
＝
手
話
」
と
い
う

構
造
の
ひ
な
形
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
。

か
つ
て
の
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
で
は
、
人
種
別

の
ろ
う
学
校
が
で
き
て
い
た
。
黒
人
ろ
う
学
校
で

は
手
話
が
容
認
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
白
人
ろ

う
学
校
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
口
話
教
育
が
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
黒
人
ろ
う
学
校
の
方
で
南

ア
フ
リ
カ
手
話
と
呼
ば
れ
る
言
語
が
豊
か
な
発
達

を
と
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
挙
げ
よ

ナイジェリアのろう者たちが設立した私立ろう学校。聞こえ
ない子どもたちは早期から手話で学ぶ（写真提供：ナイジェ
リアろう者のためのキリスト教ミッション）
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う
。
ア
メ
リ
カ
南
部
で
も
や
は
り
人
種
別
の
隔
離

教
育
が
行
わ
れ
、
黒
人
と
白
人
の
ろ
う
児
が
一
緒

に
学
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

も
、
黒
人
ろ
う
学
校
の
方
に
ろ
う
者
の
教
員
が
多

く
、
手
話
を
用
い
て
教
え
る
一
方
、
白
人
ろ
う
学

校
で
は
口
話
を
重
視
す
る
傾
向
が
当
時
の
記
録
か

ら
読
み
取
れ
る
。

ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
黒
人
ろ
う
学
校

で
手
話
を
身
に
つ
け
た
一
人
の
黒
人
ろ
う
者
青
年

が
、
や
が
て
単
身
西
ア
フ
リ
カ
に
渡
っ
て
ろ
う
教

育
を
創
始
す
る
。
そ
れ
が
先
に
紹
介
し
た
ろ
う
者

た
ち
に
よ
る
国
際
的
な
大
事
業
へ
と
発
展
し
て
い

く
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
構
造
的
に
似
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
口
話
法
体
制
を
く
ぐ
り
ぬ
け

て
手
話
言
語
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
の
中
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

●
な
ぜ
豊
か
さ
は
言
語
的
自
由
を
奪
っ

た
の
か

こ
の
よ
う
な
事
例
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら

よ
い
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
裕
福
な
国
・
地
域
・

階
層
の
ろ
う
者
ほ
ど
、
か
え
っ
て
手
話
を
話
す
自

由
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
逆
説
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。

「
手
話
が
一
九
世
紀
か
ら
弾
圧
を
受
け
、
一
世
紀

か
け
て
復
権
へ
の
道
の
り
を
歩
み
始
め
た
」
と
い

う
こ
れ
ま
で
の
世
界
史
の
通
説
と
い
う
の
は
、
実

は
先
進
国
で
見
ら
れ
た
特
殊
な
現
象
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
仮
説
す
ら
思
い
浮
か
ぶ

の
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
各
国
の
社
会
で
は
、
手
話
に
対
し
て

否
定
的
で
は
な
い
が
、
と
く
に
協
力
的
と
い
う
こ

と
も
な
い
。
よ
く
も
悪
く
も
放
任
さ
れ
て
い
る
と

い
う
状
況
に
あ
る
。
ろ
う
者
た
ち
が
学
校
を
作
り

た
い
と
申
請
す
れ
ば
、
指
導
要
領
で
口
話
法
を
必

修
と
す
る
な
ど
と
指
定
す
る
こ
と
も
な
く
、
私
立

学
校
設
立
の
許
可
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る

意
味
で
、
政
府
や
自
治
体
の
側
に
教
育
を
統
制
す

る
十
分
な
人
材
や
財
源
が
な
い
こ
と
の
裏
返
し
で

も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
公
的
な
ろ
う
教
育
を
完
備
で

き
な
い
た
め
に
私
立
学
校
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
制
度
的
な
不
備
も
関
わ
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
先
進
国
で
は
あ
り
ふ
れ
た
補

聴
器
な
ど
の
聴
力
活
用
技
術
が
、
技
術
的
、
経
済

的
な
理
由
で
手
に
入
れ
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、
軽
い
難
聴
と
思
わ
れ
る
子
ど
も

で
も
ろ
う
学
校
に
入
り
、
手
話
を
学
び
、
ろ
う
者

の
世
界
の
一
員
と
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
点
を

考
え
合
わ
せ
る
と
、
ろ
う
者
た
ち
が
手
話
の
自
由

を
最
大
限
発
揮
で
き
る
の
は
、
音
声
言
語
の
側
か

ら
の
干
渉
が
弱
い
社
会
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
関

わ
っ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。

確
か
に
、
先
進
諸
国
は
そ
の
対
極
を
実
践
し
て

い
る
。
親
や
教
師
が
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
に

熱
心
に
干
渉
し
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
音
声
言
語
を

与
え
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
人
材
、
経
費
、
時

間
、
労
力
を
投
入
し
、
工
学
や
医
学
の
技
術
も
使

お
う
と
す
る
。
そ
う
す
る
だ
け
の
余
裕
が
あ
る
社

会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
面
で
ろ
う
者
た
ち
に
よ

る
自
律
的
な
教
育
は
制
約
さ
れ
る
。
立
派
な
校
舎

や
体
育
館
が
建
ち
、
口
話
訓
練
の
新
し
い
機
器
が

備
え
ら
れ
て
い
て
も
、
ろ
う
者
が
教
員
に
な
り
づ

ら
く
、
ろ
う
者
が
学
校
を
設
立
で
き
ず
、
子
ど
も

た
ち
が
ろ
う
者
の
教
員
か
ら
手
話
で
教
わ
る
機
会

は
限
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
み
る
と
、
豊
か
さ
こ

そ
が
ろ
う
者
の
言
語
的
自
由
を
奪
っ
て
き
た
と
い

う
の
は
意
外
な
逆
説
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
因

果
関
係
が
明
ら
か
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

●
あ
る
逆
コ
ー
ス
の
事
例｜

ガ
ボ
ン

近
年
、
先
進
国
の
ろ
う
教
育
は
、
次
第
に
手
話

を
容
認
す
る
方
向
で
変
化
を
と
げ
つ
つ
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
一
九
八
○
年
代
に
な
っ
て
手
話
か
ら
口

話
へ
と
「
逆
コ
ー
ス
」
を
た
ど
っ
た
国
が
あ
る
。

そ
れ
は
中
部
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ボ
ン
で
あ
る
。
ガ
ボ

ン
は
産
油
国
で
あ
り
、
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
の

中
で
は
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ
Ｐ
第
二
位
に
ラ
ン
ク
さ

れ
る
裕
福
な
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

ベナンのろう者青年たち。手話による教育で育った世代にと
っては、ろう教育で手話使用を抑制してきたフランスなどの
先進国の事態が奇異に映る（2004 年筆者撮影）
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ろ
う
教
育
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
国
で

は
、
先
に
述
べ
た
キ
リ
ス
ト
教
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
ろ

う
者
の
教
員
を
派
遣
し
、
手
話
で
教
え
る
私
立
ろ

う
学
校
を
設
立
し
た
。
や
が
て
こ
の
学
校
は
国
に

よ
っ
て
接
収
さ
れ
、
国
立
ろ
う
学
校
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
起
こ
っ
た
の
が
、
手
話
法
か
ら
口
話
法
へ

の
転
換
で
あ
っ
た
。
政
府
の
政
策
と
し
て
フ
ラ
ン

ス
の
口
話
法
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
研
修
を
受
け
た
耳
の
聞
こ
え
る
教
員
た

ち
が
学
校
に
送
り
込
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
手
話
派
が

占
め
て
い
た
学
校
の
中
で
力
を
持
ち
始
め
た
。

こ
の
国
で
起
こ
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
一
九
世
紀
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
追
体
験
す

る
か
の
よ
う
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
簡
素
で
放

任
的
な
手
話
の
教
育
か
ら
、
入
念
で
干
渉
的
な
口

話
の
教
育
へ
。
ろ
う
教
育
の
主
導
権
は
ろ
う
者
か

ら
耳
の
聞
こ
え
る
人
た
ち
へ
と
移
り
、
手
話
の
言

語
的
自
由
は
制
約
を
受
け
て
い
く
と
い
う
、
あ
の

コ
ー
ス
で
あ
る
。
比
較
的
裕
福
な
ガ
ボ
ン
で
そ
れ

が
起
こ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
逆
説
を
象
徴
的
に
示

し
て
い
る
。

幸
い
、
カ
メ
ル
ー
ン
や
ベ
ナ
ン
な
ど
、
ガ
ボ
ン

ほ
ど
裕
福
で
な
か
っ
た
国
々
で
は
、
政
府
が
そ
こ

ま
で
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、
ろ
う
者
た
ち
が
運
営

す
る
教
育
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ

ン
ス
の
口
話
系
の
団
体
が
や
っ
て
来
て
大
規
模
な

イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
り
、
ろ
う
学
校
へ
の
資
金
援

助
を
し
た
り
す
る
な
ど
、
海
外
の
機
関
や
団
体
が

ア
フ
リ
カ
諸
国
に
関
心
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
動

向
も
見
ら
れ
て
い
る
。

●
言
語
的
自
由
を
通
し
た
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
へ

豊
か
さ
を
背
景
と
し
た
音
声
言
語
社
会
の
善
意

が
、
開
発
援
助
の
名
に
お
い
て
ろ
う
者
た
ち
の
実

践
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
音
声
言

語
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
地
の

手
話
言
語
集
団
こ
そ
を
支
援
す
る
よ
う
な
新
し
い

発
想
の
援
助
機
関
は
現
れ
な
い
か
。
ア
フ
リ
カ
の

ろ
う
者
た
ち
の
歴
史
に
多
く
を
学
ん
で
き
た
私
は
、

同
時
代
の
そ
の
よ
う
な
動
向
が
気
が
か
り
で
し
か

た
な
い
。

「
開
発
に
お
い
て
手
話
の
自
由
を
」
と
い
う
こ

の
小
論
の
タ
イ
ト
ル
が
何
を
意
味
す
る
か
、
読
者

は
す
で
に
お
分
か
り
と
思
う
。「
開
発
に
お
い
て
、

途
上
国
の
ろ
う
者
に
、
先
進
国
が
手
話
の
自
由
の

恩
恵
を
も
た
ら
そ
う
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
で
あ
る
。「
開
発
に
お
い
て
、
先
進
国

は
途
上
国
の
ろ
う
者
に
お
け
る
手
話
の
自
由
を
妨

げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
教
育
開
発
と
援
助
の
中
で
「
手
話
の
自

由
を
」
と
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

途
上
国
の
ろ
う
者
で
は
な
く
、
よ
か
れ
と
思
っ
て

ろ
う
者
の
言
語
的
自
由
を
抑
圧
す
る
方
向
に
熱
を

入
れ
が
ち
だ
っ
た
、
先
進
国
の
耳
の
聞
こ
え
る
人

た
ち
の
方
な
の
で
あ
る
。

「
当
事
者
主
体
の
開
発
を
」。
ま
さ
に
言
う
は

易
く
行
う
は
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
目

の
前
に
手
話
で
話
し
て
い
る
人
々
が
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
手
話
を
尊
重
し
て
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
こ

う
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
は
だ
れ
し
も
気
づ
く
に

ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
一
八
世
紀
の
パ
リ
の
街
角

で
ろ
う
者
に
向
き
合
っ
た
一
人
の
神
父
の
姿
勢
で

あ
り
、
文
化
の
自
由
を
う
た
い
上
げ
た
今
日
の
開

発
思
想
に
も
か
な
っ
て
い
る
、
古
く
て
新
し
い
倫

理
で
あ
る
（
参
考
文
献
②
参
照
）。
そ
し
て
、
そ

れ
こ
そ
が
実
り
あ
る
関
係
を
構
築
し
て
い
く
た
め

の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

（
か 

め
い　

の
ぶ
た
か
／
関
西
学
院
大
学
Ｃ
Ｏ

Ｅ
特
任
助
教
授
）

《
参
考
文
献
》

①
亀
井
伸
孝
『
ア
フ
リ
カ
の
ろ
う
者
と
手
話
の
歴

史
』
明
石
書
店
、
二
○
○
六
年
。

②
国
連
開
発
計
画
『
人
間
開
発
報
告
書 

二
○
○

四
│
こ
の
多
様
な
世
界
で
文
化
の
自
由
を
』
国

際
協
力
出
版
会
、
二
○
○
四
年
。

③
本
多
創
史
「
生
誕
す
る
『
聾
者
』」
市
野
川
容

孝
・
見
田
宗
介
・
内
田
隆
三
編
『〈
身
体
〉
は

何
を
語
る
の
か
』
新
世
社
、
二
○
○
三
年
。

ガボンの国立ろう学校の生徒たち。手話のできない教員たち
が授業で手話使用を制約しようとしても、生徒たちは手話で
話し続けた（2003 年筆者撮影）
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