
教馴
染
む
の
か
初
等
中
等
警
政
差
諄
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
概
念
の
意
味
と
機
能

仲
田
康
一

なかた　こういち

大東文化大学教職課程センター准教授

群馬県生まれ
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は

じ
め
に

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
、
品
質
管
理
の
方
法
と
し
て
日
本
国
内

で
発
展

し
た
考
え
方
で
あ
る
。
安
定
的
な
条
件
下
で
の
大
量
生
産

に
お
け
る
統
計
的
品
質
管
理
・
統
制
な
ど
で
有
効
性
を
持
つ
ス

キ
ー
ム
と
し
て
、
支
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
さ
ら
に
組
織
の
過

程
管
理
な
ど
に
も
応
用
可
能
と
し
て
、
一
定
の
広
が
り
を
見
せ
て

い

た
と
い
う
（
大
学
評
価
学
会
、
二
〇
1
1
）
o

　

こ
の
概
念
が
、
工
場
生
産
等
で
の
品
質
管
理
・
統
制
を
超
え

て
、
社
会
の
各
所
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
二
〇

o
o
年
代
の
行
政
改
革
が
あ
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
や
、
予

算
の
効
率
的
執
行
・
不
効
率
分
野
の
縮
小
へ
の
要
請
を
受
け
、
行

政
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
評
価
を
導
入
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の
際
の

キ
－
ワ
ー
ド
が
P
D
C
A
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は

初
等
中
等
教
育
政
策
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
。
学
校
評
価
や
教

員
評
価
な
ど
、
「
評
価
」
導
入
の
正
当
化
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ

た
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
、
学
校
経
営
の
基
本
的
語
彙
と
さ
れ
た
。



　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
「
学
校
は
工
場
で
は
な
い
」

F子
ど
も
は
製
品
で
は
な
い
」
と
い
う
違
和
感
に
端
を
発
し
、
そ

の

問
題
性
に
つ
い
て
の
言
及
が
各
所
で
な
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い

え
、
計
画
・
実
施
・
評
価
・
改
善
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

批

判
し
に
く
い
r
当
然
さ
」
も
存
在
し
て
い
る
。
P
D
C
A
サ
イ

ク
ル
は
教
育
に
馴
染
む
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ

る
の
か
o
そ
も
そ
も
初
等
中
等
教
育
政
策
に
お
い
て
P
D
C
A
サ

イ
ク
ル
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
o
本
稿

は
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
評
価
プ
ロ
セ
ス
が
過
剰
に
発
展

し
た
高
等
教
育
に
関
し
て
既
に
な
さ
れ
た
批
判
的
研
究
に
も
学
び

な
が
ら
、
初
等
中
等
教
育
政
策
に
お
け
る
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の

展
開
を
跡
づ
け
、
上
記
の
問
い
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
。

国
家
に
よ
る
目
標
設
定
・
成
果
検
証
と
P
D
C
A

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
が
初
等
中
等
教
育
の
深
部
に
浸
透
し
て
い

v
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
f
e
，
、
　
1
1
o
o
五
年
の
　
F
新
し
い
時
代
の

義
務
教
育
を
創
造
す
る
」
と
題
し
た
中
教
審
答
申
で
あ
る
。
こ
こ

で

は
、
「
義
務
教
育
の
質
の
保
証
・
向
上
の
た
め
の
国
家
戦
略
」

と
し
て
、
目
標
設
定
と
成
果
検
証
を
国
の
責
任
と
表
明
し
た
。
こ

の

こ
と
は
、
直
後
に
出
さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
の
『
文
部
科
学
白

書
』
で
「
P
D
C
A
サ
イ
M
　
（
中
略
）
に
基
づ
い
て
義
務
教
育

の

質
を
保
証
す
る
こ
と
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
実
現
の
た
め
に
力
を
注
い
で
い
く
と
さ
れ
た
の
が
、
全
国
学

力
’
学
習
状
況
調
査
（
以
下
、
全
国
学
力
調
査
）
の
実
施
で
あ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
全
国
学
力
調
査
の
調
査
目
的
の
一
つ
に
、
次
の
表
現
が
あ
る
。

　
各
教
育
委
員
会
、
学
校
等
が
全
国
的
な
状
況
と
の
関
係
に
お
い

て

自
ら
の
教
育
及
び
教
育
施
策
の
成
果
と
課
題
を
把
握
し
、
そ
の

改

善
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
取
組
を
通
じ
て
、
教
育
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
す
る
継
続
的
な
検
証
改
善
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る
。

　

こ
こ
に
お
け
る
「
検
証
改
善
サ
イ
ク
ル
」
と
の
文
言
は
、
「
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

D
C
A
サ
イ
ク
ル
」
と
同
義
と
捉
え
て
良
い
。
P
D
C
A
の
過
程

の

う
ち
C
と
A
だ
け
を
取
り
出
し
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
学
力
調
査
の
点
数
改
善
と
い
う
方
向
性
（
P
）
は
大
前
提

と
し
て
括
り
出
さ
れ
、
そ
れ
を
所
与
と
し
て
、
そ
の
達
成
に
向
け

た
執
行
過
程
と
し
て
教
育
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
思
惟
の
裏
返

し
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
こ
で
は
、
「
全
国
的
な
状
況
と
の
関

係
」
で
、
数
値
的
に
な
さ
れ
る
検
証
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
要

す
る
に
、
点
数
改
善
と
い
う
大
前
提
の
方
向
に
向
か
っ
て
、
全
国

と
の
比
較
の
中
で
、
平
均
や
分
布
の
改
善
の
た
め
の
技
術
的
調
整
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を
す
る
こ
と
が
「
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
す
」
こ
と
の
実
質
的

意
味

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
全

国
学
力
調
査
に
よ
る
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
、
新
学
習
指
導

要

領
の
目
玉
と
な
る
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
も

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審

議
会
の
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
よ
る
「
論
点
整
理
」
の
中

で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
三
つ
の
側
面
と
し
て
示

さ
れ
た
も
の
の
う
ち
二
点
目
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
教

育
内
容
の
質
の
向
上
に
向
け
て
、
子
供
た
ち
の
姿
や
地
域
の

現
状
等
に
関
す
る
調
査
や
各
種
デ
ー
タ
等
に
基
づ
き
、
教
育
課
程

を
編
成
し
、
実
施
し
、
評
価
し
て
改
善
を
図
る
一
連
の
P
D
C
A

サ

イ
ク
ル
を
確
立
す
る
こ
と
。

　
注

目
し
た
い
の
は
「
調
査
や
各
種
デ
ー
タ
」
と
い
う
文
言
で
あ

る
。
「
教
育
課
程
の
実
施
状
況
の
評
価
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
す
」

（合

田
二
〇
一
九
I
八
六
）
と
の
文
科
官
僚
の
説
明
を
併
せ
て
読
め

ば
、
先
の
引
用
に
お
け
る
「
各
種
調
査
結
果
や
デ
ー
タ
」
が
実
質

的
に
は
全
国
学
力
調
査
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
も
曲
解
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
今
次
の
学
習
指

導
要
領
は
、
全
国
学
力
調
査
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
の
結
果
に
基

つ
く
「
検
証
改
善
」
プ
ロ
セ
ス
を
ビ
ル
ト
イ
ン
し
た
初
の
改
訂
で

あ
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
学
習
指
導
要
領
が
、
「
調
査

や

各
種
デ
ー
タ
」
に
基
づ
く
「
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
／
l
ま
で
を
含

む
過
程
管
理
の
文
書
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
育
振
興
基
本
計
画
と

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
全
面
化

　

も
う
一
つ
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
稼
働
を
強
調
し
て
き
た
の

が
、
教
育
振
興
基
本
計
画
を
め
ぐ
る
諸
言
説
で
あ
る
。
第
一
期
・

第
二
期
計
画
策
定
に
お
け
る
財
務
省
と
文
部
科
学
省
の
応
酬
の
中

で
、
徹
底
し
た
「
ア
ウ
ト
カ
ム
ベ
ー
ス
の
計
画
行
政
」
が
求
め
ら

れ
て

き
た
が
（
中
田
1
1
0
0
八
）
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
強
調
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
第
三
期
教
育
振
興
基
本
計
画
で
あ
る
。

　
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
第
三
期
計
画
（
概
要
）
に
は
、
「
客

観

的
な
根
拠
を
重
視
し
た
教
育
政
策
の
推
進
」
と
し
て
、
「
P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
を
確
立
し
、
十
分
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
」

と
い
う
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
政
府
が
政
策

の

「
目
標
」
を
定
め
た
上
で
、
数
十
の
「
測
定
指
標
」
「
参
考
指

標
」
を
予
め
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
標
の
達
成
状
況
を
測
定

し
な
が
ら
、
「
施
策
群
」
の
改
善
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
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第
三
期
計
画
は
、
以
下
の
三
つ
の
意
味
で
よ
り
一
層
の
P
D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
目
標
設
定
・
成
果
検
証
と
い
う
前
項
で
述
べ
た
枠
組

を
、
国
ー
自
治
体
ー
学
校
と
い
う
階
層
構
造
の
中
に
よ
り
深
く
埋

め

込
ん

だ

こ
と
が
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
国
の
計
画
を
参
酌
し
て

地
方
自
治
体
も
教
育
振
興
基
本
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
努
力
義

務

と
さ
れ
て
い
る
が
（
教
育
基
本
法
一
七
条
二
項
）
、
第
三
期
に
お

い
て

は
、
初
め
て
、
計
画
内
容
だ
け
で
な
く
、
指
標
も
参
酌
す
る

こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
が
決
め
た
「
目
標
」
と

r指
標
」
が
セ
ッ
ト
で
中
央
か
ら
降
り
て
い
き
、
自
治
体
は
そ
の

指
標

に
基
づ
い
て
、
進
捗
状
況
や
効
果
の
進
行
管
理
を
行
う
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
的
多
重
化
と
、
そ
の
連
結
が
図
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
第
二
に
、
対
象
範
囲
の
大
き
さ
で
あ
る
。
計
画
の
進
捗
管
理
を

測
定
す
る
た
め
の
「
指
標
」
は
そ
の
数
が
膨
大
で
、
教
育
の
様
々

な
側
面
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
P
I
S
A
結
果
は
も
ち
ろ

ん

の

こ
と
、
五
輪
に
お
け
る
金
メ
ダ
ル
の
数
、
朝
食
を
欠
食
す
る

子

ど
も
の
割
合
の
改
善
、
大
学
に
お
け
る
学
修
時
間
の
充
実
等
に

向
け
た
取
り
組
み
の
改
善
、
さ
ら
に
は
「
自
分
に
は
良
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
思
う
児
童
生
徒
の
割
合
の
改
善
」
・
「
い
じ
め
の
認
知
件

数
に

占
め
る
，
い
じ
め
の
解
消
し
て
い
る
も
の
の
割
合
の
改
善
」

な
ど
が
、
そ
の
是
非
が
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
無
前
提
に
追
求
さ

れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
地
域
・
家
庭
の
巻
き
込
み
で
あ
る
。
「
毎
日
、
同
じ

V
ら
い
の
時
刻
に
寝
て
い
る
、
毎
日
、
同
じ
く
ら
い
の
時
刻
に
起

き
て
い
る
児
童
生
徒
の
割
合
の
改
善
」
・
「
地
域
に
お
い
て
子
育
て

の
悩
み

や

不
安

を
相
談
で
き
る
人
が
い
る
保
護
者
の
割
合
の
改

善
」
・
「
地
域
の
行
事
に
参
加
し
て
い
る
児
童
生
徒
の
割
合
の
改

善
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
別
稿
で
も
指
摘
し
た
が
（
仲
田
二

O
l
八
a
）
、
行
政
に
よ
る
「
家
庭
教
育
支
援
」
と
い
う
名
で
、

家
庭
教
育
へ
の
介
入
的
善
導
運
動
が
地
域
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

P
D
C
A
と
「
成
長
」
の
概
念
的
接
続

　

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
初
等
中
等
教
育
政

策
領
域
に
お
い
て
は
、
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
稼
働
に
よ
っ
て
不

採
算
部
門
を
切
り
捨
て
て
い
く
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
弱
い
と

い

え
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
所
与
の
目
的
の
効
率
的
達
成
に
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
巻
き
込
ん
で
い
く
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
評
価
シ
ス
テ
ム
（
特
に
数
値

化

さ
れ
た
）
を
用
い
る
こ
と
で
、
外
部
／
上
位
の
主
体
が
設
定
し
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た
基
準
・
目
標
と
の
偏
差
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
位

の
権
力
が
自
ら
の
意
思
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
組
織
や
個
人

に
対
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
適
合
的
な
目
的
を
自
ら
に
課
す
よ
う
招

き
、
そ
の
確
実
な
達
成
に
向
け
た
絶
え
ざ
る
改
善
運
動
に
巻
き
込

む

よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。

　
新
公

共
経
営
と
呼
ば
れ
る
今
般
の
教
育
編
制
様
式
に
お
い
て

は
、
表
面
的
に
は
単
位
組
織
の
自
律
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ

が
全
く
の
自
由
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
や
経

済
の
シ
ス
テ
ム
総
体
に
適
合
的
な
形
に
各
主
体
が
方
向
付
け
ら
れ

る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
個
人
や
そ
の
他
の
小
単
位
に
自

己

責
任
を
課
す
一
方
で
、
彼
女
ら
、
彼
ら
を
全
体
の
権
力
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
捕
縛
し
て
お
く
プ
ロ
セ
ス
」
と
言
っ
て
も
よ
い

（
B
r
o
w
n
二
〇
一
五
、
訳
書
、
一
四
五
頁
）
。
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
概

念

は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
捕
縛
」
の
た
め
の
統
治
技
術
の
一
つ

と
し
て
教
育
改
革
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
円
滑
に
進
む
た
め
に
は
、
「
シ

ス

テ

ム

が
上

手
く
機
能
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
を
、
個
々

人
が
『
欲
す
る
』
よ
う
に
さ
せ
る
」
（
ξ
。
富
a
一
九
八
四
、
六
二

頁
／
ロ
些
二
〇
一
七
、
五
五
頁
か
ら
の
重
引
）
と
い
う
作
用
が
実
現

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
P
D
C
A
概
念

の

”
強
み
”
は
、
そ
れ
が
有
す
る
「
継
続
的
改
善
の
イ
メ
”
ジ
」

（佐
藤
二

〇
一
九
、
一
二
六
頁
）
を
通
じ
て
個
人
の
「
成
長
」
の
ロ

ジ
ッ
ク
と
接
続
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
書
店
の
ビ
ジ
ネ
ス
指
南

書
コ
ー
ナ
’
を
少
し
歩
け
ば
、
P
D
C
A
と
い
う
文
字
列
が
多
数

目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
こ
と
に
気
づ
く
。
P
D
C
A
は
、
子
育
て

や

自
己
啓
発
と
い
っ
た
個
人
の
生
き
方
を
枠
付
け
る
語
彙
の
一
つ

と
な
り
、
人
が
成
長
す
る
た
め
に
自
ら
に
課
す
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
「
成
長
し
た
い
」
と
い
う
、
そ
れ
自

体

と
し
て
は
自
然
な
人
々
の
願
い
を
通
じ
て
、
P
D
C
A
サ
イ
ク

ル

に
よ
る
自
己
統
治
に
人
々
は
導
か
れ
て
い
く
。

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
し
て
F
成
長
」
す
る
主
体
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
う
し
た
動
向
に
も
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
子
ど

も
た
ち
に
投
影
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
、
文
科
省

に

お

け
る
「
高
校
生
の
た
め
の
学
び
の
基
礎
診
断
」
検
討
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
委
員
の
発
言
で
あ
る
。

　
質
保
証
と
い
う
原
理
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
（
中
略
）
個
人
の
レ

ベ
ル

で
の

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
み
た
い
な
、
全
体
と
し
て
の
改
善

シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
質
の
保
証
と
言
っ
た
ら
高
校
生
に
失
礼
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
保
証
さ
れ
た
高
校
生
で
あ
り
ま
す
よ
と
い
う

使
い
方
も
当
然
で
き
て
、
そ
う
い
う
高
校
生
な
ら
大
学
に
来
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

れ
て

も
い
い
で
す
よ
と
い
う
判
断
も
当
然
可
能
で
す
。

こ
の
引
用
は
、
基
礎
診
断
等
の
新
た
な
仕
組
み
を
利
用
す
る
こ
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と
で
、
「
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
」
を
回
し
、

自
ら
の
「
質
の
保
証
」
を
行
っ
て
い
く
主
体
と
し
て
高
校
生
を
定

位

し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
例
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
徒
ま
で

が
、
シ
ス
テ
ム
適
合
的
価
値
に
沿
っ
て
自
己
点
検
を
常
時
行
い
、

f今
の

ま
ま
で
は
い
け
な
い
」
「
変
わ
り
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」

と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
自
ら
に
発
し
な
が
ら
、
継
続
的
改
善
に

F主
体
的
に
」
参
加
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
価
値
序
列
に
お
け
る

自
ら
の
「
能
力
」
を
証
明
す
る
よ
う
招
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て

　
　
　
　
　
　
　
ら
　

取
れ
る
の
で
あ
る
。

P
D
o
A
と
教
育
実
践

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問
題
性
も
既
に
広
く

認
識
さ
れ
て
い
る
。
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
稼
働
さ
せ
る
た
め
の

事
務
仕
事
が
多
忙
化
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
条
件
を
問
わ

ず
改
善
を
求
め
る
構
造
で
あ
り
、
結
果
的
に
行
政
責
任
の
放
棄
に

つ

な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
、
書
類
レ
ベ
ル
で
サ
イ
ク
ル
を
回
す
こ

と
に
注
力
す
る
員
数
主
義
・
形
式
主
義
を
誘
発
す
る
こ
と
ー
な

ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
（
佐
藤
二
〇
一
九
参
照
）
。

　
加
え
て
、
こ
こ
で
は
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
F
計
画
通
り
」
の
過
剰
な
重
視
の
問
題
で
あ
る
。
教

育
振
興
基
本
計
画
が
典
型
で
あ
る
が
、
P
l
a
n
が
円
滑
に
実
施

さ
れ
て
い
る
か
を
問
う
こ
と
が
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
貫
く
基
本

的
前
提
で
あ
る
。
モ
ノ
の
生
産
に
お
い
て
、
規
格
や
仕
様
、
あ
る

い

は
数
値
的
な
測
定
に
よ
っ
て
規
格
外
れ
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す

る
技
術
で
あ
っ
た
と
い
う
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
由
来
に
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

わ
っ
て
、
P
D
C
A
を
突
き
詰
め
る
こ
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

へ

を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
り
な
く
必
然
性
を
追
求
す
る
シ
ス

ヘ
　
　
　
ヘ

テ
ム
」
（
古
川
二
〇
一
七
、
一
九
頁
、
強
調
原
著
）
が
志
向
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
教
育
に
つ
き
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
源
泉
に
な
っ
た
り
も
す

る
予
測
外
れ
を
極
端
に
嫌
い
、
当
初
計
画
へ
の
固
執
と
そ
の
肥
大

化
を
生
み
出
す
。
教
育
の
硬
直
化
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
予
定
通
り
に
行
か
な
い
も
の
を
計
画
内
に
強
制
的
に

は
め
込
む
こ
と
の
問
題
も
あ
る
。
近
年
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
数

値
デ

ー
タ
な
ど
の
標
準
化
・
規
格
化
さ
れ
た
基
準
に
よ
る
教
育
の

統

制
が
進
み
、
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
運
用
に
お
け
る
「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
」

方
式
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
横

湯
ら
l
　
1
0
　
l
七
）
。
こ
れ
ら
の
潮
流
は
、
C
h
e
c
k
（
点
検
）
を

軸
と
し
た
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
日
常
化
に
よ
り
、
目
的
の
効
率

的
達
成
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
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実
践

に
対
し
て
は
、
特
定
の
望
ま
し
さ
に
「
乗
ら
な
い
／
乗
れ
な

い
」
多
様
な
子
ど
も
や
教
師
の
存
在
に
と
っ
て
抑
圧
的
で
あ
る
こ

と
が
既
に
言
わ
れ
て
い
る
（
仲
田
二
〇
一
八
b
）
。
P
D
C
A
サ
イ

ク
ル
が
品
質
管
理
の
技
法
で
あ
っ
た
と
い
う
本
質
が
こ
れ
に
関

わ
っ
て
く
る
。
計
画
通
り
に
い
か
な
い
規
格
外
品
と
み
な
さ
れ
た

存
在
の
排
除
や
矯
正
と
い
う
形
と
な
っ
て
教
育
に
現
れ
う
る
。
こ

う
し
た
問
題
は
、
特
に
社
会
的
背
景
の
厳
し
い
層
（
社
会
経
済
的

地
位
や
人
種
民
族
等
）
に
集
中
し
や
す
く
、
社
会
正
義
の
観
点
か

ら
も
問
題
が
指
摘
r
－
’
u
t
）
s
Q
　
（
s
e
e
　
K
u
l
z
’
二
〇
一
七
）
o

　

第
三
に
、
教
育
の
判
断
の
外
部
化
で
あ
る
。
P
D
C
A
サ
イ
ク

ル
に

お
い
て
、
物
事
の
判
断
基
準
は
外
部
の
上
位
者
か
ら
与
え
ら

れ

る
。
子
ど
も
や
教
師
が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
に
ど
っ
ぷ
り
浸

る
、
教
師
が
自
己
の
信
念
や
子
ど
も
の
実
態
を
踏
ま
え
て
専
門
的

裁
量

を
行
使
す
る
ー
と
い
っ
た
こ
と
は
そ
こ
で
は
二
次
的
に
な

る
。
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
、
実
質
的
に
は
、
ど
こ
か
の
誰
か
が

決
め
た
「
望
ま
し
さ
」
と
の
偏
差
を
自
己
や
他
者
に
問
い
続
け
る

体
制

で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
か
ら
あ
て
が
わ
れ
た
物

差

し
に
沿
っ
て
判
断
を
行
い
続
け
る
こ
と
は
、
単
純
に
言
っ
て

F自
己
肯
定
感
」
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
内
発
的

で

は
な
く
外
発
的
動
機
づ
け
を
志
向
す
る
と
い
う
点
で
、
非
教
育

的
な
も
の
で
あ
る
。

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
、
上
位
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
当
初
計
画

の

貫
徹
と
い
う
呪
縛
か
ら
解
き
、
古
川
（
二
〇
一
七
）
が
い
う
よ

う
に
計
画
外
れ
の
価
値
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
や
、
予
め
設

定

し
た
測
定
指
標
を
相
対
化
し
た
う
え
で
、
数
値
化
・
項
目
化
さ

れ

な
い
「
内
省
」
「
振
り
返
り
」
の
価
値
を
説
得
的
に
主
張
す
る

こ
と
、
レ
ジ
ー
ム
を
内
破
す
る
よ
う
な
あ
て
が
い
ぶ
ち
で
な
い
P

を
立
て
る
こ
と
を
追
求
す
る
な
ど
、
現
状
の
硬
直
化
し
た
P
D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
問
題
点
を
緩
和
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な

い
o
少
な
く
と
も
、
P
D
C
A
を
教
育
界
の
公
理
と
す
る
こ
と
を

相
対
化

し
、
そ
れ
へ
の
疑
い
の
目
を
持
つ
と
い
う
認
識
の
共
有
が

議
論
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
1
）
例
え
ば
、
「
経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」
に
は
、
「
予

算
に
お
け
る
P
D
C
A
の
強
化
」
と
し
て
「
厳
し
い
財
政
状
況
の

　
下
で
、
予
算
の
重
点
化
・
効
率
化
を
一
層
進
め
る
た
め
、
各
府
省

　
の
予
算
要
求
に
当
た
っ
て
は
、
成
果
目
標
を
掲
げ
、
事
後
評
価
を

十
分
行
い
得
る
基
盤
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
必
要
性
、
効

率
性
、
有
効
性
等
を
吟
味
す
る
。
ま
た
、
実
績
が
事
前
の
評
価
を

　
下
回
っ
た
事
例
等
を
十
分
に
把
握
し
、
予
算
の
重
点
化
に
活
用
す

　
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
す
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
（
五
一
頁
）
。

　

な
お
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
期
に
は
P
D
S
（
P
l
a
n
－
D
o
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I
S
e
e
）
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
頃

　
か

ら
P
D
C
A
に
統
一
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
2
）
二
〇
〇
八
年
度
調
査
か
ら
の
調
査
目
的
。

（
3
）
例
え
ば
、
二
〇
一
五
年
の
『
文
部
科
学
白
書
』
の
六
六
頁
に
は
、

　

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
と
検
証
改
善
サ
イ
ク
ル
を
同
↓
の
意
味
と
し

　
て
併
記
し
て
あ
る
。

（
4
）
二
〇
一
八
年
二
月
八
日
（
第
六
回
会
議
）
の
柴
山
直
委
員
の

　
発
言
。

（
5
）
「
e
ー
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
」
や
「
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
ポ
ー
ト
」
（
学

　
校
、
家
庭
及
び
地
域
に
お
け
る
学
習
や
生
活
の
見
通
し
を
立
て
、

　
学
ん
だ
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
新
た
な
学
習
や
生
活
へ
の
意

　
欲

に
つ
な
げ
た
り
、
将
来
の
生
き
方
を
考
え
た
り
す
る
活
動
を
行

　
う
た
め
の
教
材
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
活
動
や
態
度
に
関

　
わ

る
情
報
を
累
積
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
で
、
こ
の
傾
向
が
強
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
。

文
献

合

田
哲
雄
「
教
育
課
程
行
政
」
青
木
栄
一
編
著
『
教
育
制
度
を
支
え
る
教

　
育
行
政
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
七
五
～
九
〇
頁
。

中
田
康
彦
「
内
閣
に
お
け
る
文
部
行
政
の
位
置
」
『
教
育
』
五
八
（
一
二
）

　
、
　
1
1
0
0
八
年
、
＝
二
～
二
〇
頁
。

古

川
雄
嗣
「
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
は
『
合
理
的
』
で
あ
る
か
」
藤
本
夕
衣

　

ら
『
反
「
大
学
改
革
」
論
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
三
～

　
二
二
頁
。

佐
藤
郁
哉

『大
学
改
革
の
迷
走
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
。

仲

田
康
一
「
行
政
に
よ
る
家
庭
教
育
支
援
　
何
が
問
題
か
」
『
人
間
と
教
育
』

　

（九
六
∀
、
二
〇
一
八
年
a
、
九
〇
～
九
七
頁
。

仲

田
康
一
「
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
』
時
代
に
お
け
る
教
育
統
制
レ
ジ
ー
ム
」

　

『
日
本
教
育
行
政
学
会
年
報
』
四
四
、
二
〇
一
八
年
b
、
九
～
二
六
頁
。

大
学
評
価
学
会
『
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
、
三
つ
の
誤
解
』
晃
洋
書
房
、

　
二
〇
一
一
年
。

横

湯
園
子
『
「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
」
で
学
校
は
ど
う
な
る
』
花
伝
社
、

　
二
〇
一
七
年
。

B
a
l
L
　
S
’
J
°
　
2
0
1
7
°
　
T
h
e
　
E
d
ミ
c
a
t
i
o
n
　
D
e
b
a
t
e
⌒
3
r
d
　
e
d
i
t
i
o
n
）
，
　
P
o
l
i
c
y

　
P
r
e
s
切
゜

B
r
o
w
n
，
　
W
°
　
2
0
1
5
　
U
n
d
o
i
n
g
　
t
h
e
　
D
e
m
o
s
、
　
Z
o
n
e
　
B
o
o
k
s
　
［
＝
中
井
亜
佐

　
子
訳

『
い
か

に
し
て
民
主
主
義
は
失
わ
れ
て
い
く
の
か
』
み
す
ず
書

　

房
、
二
〇
一
七
年
〕

K
u
l
z
，
　
C
．
2
0
1
7
．
　
F
a
c
t
o
r
i
e
s
　
f
o
r
　
L
e
a
r
f
t
i
n
g
，
　
M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
　
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

　

P
r
e
s
s
　
（
＝
仲
田
康
一
・
濱
元
伸
彦
訳
『
学
力
工
場
の
社
会
学
』
明
石

　
書
店
、
二
〇
二
〇
年
刊
行
予
定
〕

Ly
o
t
a
r
d
，
　
J
°
　
F
．
1
9
8
4
°
T
h
e
　
P
o
s
t
m
o
d
e
r
n
　
C
o
n
d
i
t
i
o
n
，
　
M
a
n
c
h
e
s
t
e
r

　

U
n
i
く
e
r
s
i
t
y
　
P
r
e
s
s

本
稿

は
J
S
P
S
科
研
費
1
7
K
1
4
0
0
1
の
成
果
を
含
ん
で
い
る
。

511『人間と教育』No．106，　June，2020


