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⑴

こ
の
数
年
だ
け
で
も
社
会
・
世
情
は
大
き
く

変
わ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
変
化
を
ど
の
よ
う

に
評
価
し
よ
う
と
も
、
そ
の
契
機
の
一
つ
が
２

０
１
１
年
３
月
の
東
日
本
大
震
災
で
あ
っ
た
こ

と
は
誰
も
が
頷う
な
ずく

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
東
日

本
大
震
災
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
変

わ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
か
ら
そ
う
し

た
風
潮
は
あ
っ
た
が
、
改
め
て
そ
れ
が
表
面
化

し
た
と
も
言
え
る
。

そ
う
し
た
風
潮
の
一
つ
が
、
こ
れ
ま
で
、
現

状
を
何
と
か
せ
ね
ば
と
い
う
変
革
の
思
い
は
、

急
速
に
他
者
に
よ
る
〝
癒
し
〞〝
寄
り
添
う
〞

と
い
う
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
現
状
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
情
緒
・
雰
囲
気
が
全
体

を
覆
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
非
合
理
を
容

認
し
、
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
の
状
況
を
生
み

出
す
。
例
え
ば
東
京
電
力
の
福
島
原
発
問
題
や

原
発
の
再
稼
働
問
題
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ

の
状
況
は
同
時
に
こ
れ
ま
で
表
面
に
は
っ
き
り

と
表
れ
な
か
っ
た
非
合
理
・
差
別
・
偏
見
を
表

面
に
押
し
出
し
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
広

島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
生
じ
た
放
射

能
汚
染
に
対
す
る
偏
見
（
同
じ
構
造
は
水み

な

俣ま
た

病

に
対
し
て
も
見
ら
れ
る
）
が
、
克
服
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
が
故
に
、
福
島
の
原
発
避
難
者

に
対
し
、「
放
射
能
が
う
つ
る
」「
ト
イ
レ
を
使

う
な
」「
プ
ー
ル
に
入
る
な
」
と
い
っ
た
偏

見
・
差
別
を
一
層
深
刻
に
し
た
。
そ
の
具
体
的

な
表
れ
が
２
０
１
６
年
11
月
に
報
道
さ
れ
た
中

学
生
に
対
す
る
い
じ
め
で
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
安
田
浩
一
氏
は
、
こ
う

し
た
状
況
を
批
判
告
発
し
て
「
日
本
で
は
こ
こ

数
年
、
東
日
本
大
震
災
で
国
の
支
援
を
受
け
て

暮
ら
す
被
災
者
、
あ
る
い
は
水
俣
病
の
患
者
ら

に
『
い
つ
ま
で
も
国
に
甘
え
る
な
』
と
い
う
言

葉
が
実
社
会
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
投
げ
つ

け
ら
れ
る
。
ま
た
生
活
保
護
受
給
者
や
貧
困
を

訴
え
る
人
は
『
国
民
の
金
で
飯
を
食
う
な
』
と

バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い

る
ん
で
す
」
さ
ら
に
「
原
爆
の
日
」
に
広
島
を

訪
れ
た
安
田
さ
ん
は
「
被
爆
者
利
権
を
廃
止
せ

よ
」
と
主
張
し
て
デ
モ
を
す
る
一
団
に
出
会
っ

た
と
言
う
。
そ
れ
は
被
爆
者
へ
の
国
の
医
療
費

給
付
等
を
「
利
権
」
と
言
い
換
え
て
誹
謗
中
傷

中
央
仏
教
学
院
講
師

（
一
財
）
同
和
教
育
振
興
会
評
議
員

岩
本
孝
樹

僧
研
25
年
を
振
り
返
っ
て
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す
る
一
団
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
は
他
者
を
思

い
や
る
共
感
も
連
帯
も
、
そ
し
て
相
手
の
立
場

や
状
況
を
想
像
す
る
「
想
像
力
」
も
な
い
。

⑵

さ
て
、
差
別
を
「
非
合
理
的
な
理
由
に
よ
る

人
権
の
抑よ
く

圧あ
つ

・
制
限
、
あ
る
い
は
人
間
の
尊
厳

を
侵お
か

す
こ
と
」
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
差
別
の

実
態
を
表
す
言
葉
が
多
様
化
し
て
い
る
の
も
今

日
の
特
徴
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
〝
い
じ
め
〞
も
そ
う
で
あ
れ
ば

〝
虐
待
〞
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
〝
虐
待
〞

は
児
童
虐
待
、
高
齢
者
虐
待
等
々
そ
の
意
味
す

る
も
の
は
多
彩
多
様
で
あ
る
。
ま
た
、
多
様
な

意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
〝
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〞

と
い
う
語
句
も
あ
る
。
そ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

も
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
セ
ク
シ
ャ

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
マ
リ
ッ
ジ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
独

身
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）、
パ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
モ
ー
ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
煙

害
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）、
エ
イ
ジ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、
高
齢
者
に
対
し
て
は
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
（
サ
イ
バ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
等
々
と

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
を
分
類
す
る
こ
と
が
出
来

る
。ま

た
、
非
合
理
的
な
理
由
に
よ
る
人
権
の
抑

圧
・
制
限
、
あ
る
い
は
人
間
の
尊
厳
を
侵
す
こ

と
を
表
す
語
句
と
し
て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、

ネ
グ
レ
ク
ト
、
Ｄ
Ｖ
、
風
評
被
害
、
セ
ク
シ
ャ

ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
Ｌ
・
Ｇ
・
Ｂ
・
Ｔ
）
等
と

あ
げ
れ
ば
切
り
が
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
非
人
間
的
な
状
況
を
表
す
語

句
は
、
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
差
別
の
現

実
が
表
面
化
す
る
と
共
に
、
新
た
に
気
づ
か

れ
、
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
下
流
老
人
、
母
子
（
父
子
）
家
庭
、

非
正
規
雇
用
者
等
の
語
句
や
そ
こ
に
見
ら
れ
る

貧
困
の
問
題
も
、
も
は
や
人
権
・
人
間
の
尊
厳

性
を
奪
う
日
常
生
活
と
い
う
状
況
か
ら
は
差
別

の
問
題
と
言
っ
て
も
よ
い
。

こ
う
し
た
社
会
状
況
を
今
日
、
一
般
的
に
は

〝
格
差
社
会
〞
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
差
別

を
表
す
語
が
先
に
記
し
た
よ
う
に
多
様
化
し
て

い
る
状
況
と
合
わ
せ
て
〝
格
差
社
会
〞
と
い
う

呼
称
は
、
差
別
の
現
実
を
非
常
に
捉
え
に
く
く

し
て
い
る
。
格
差
と
い
う
語
の
〝
格
〞
が
〝
地

位
・
身
分
〞
を
表
す
も
の
で
あ
り
、〝
差
〞
が

〝
違
い
〞
を
表
す
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、〝
格
差

社
会
〞
と
は
文
字
通
り
〝
差
別
社
会
〞
と
同
義

語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
点
に
立
っ
て
言
う
な
ら
、
通
常

〝
差
別
社
会
〞
を
批
判
す
る
人
は
そ
の
内
実
を

問
わ
な
け
れ
ば
多
数
派
で
あ
る
が
、
早
稲
田
大

学
の
橋
本
健
二
氏
は
「
い
ま
の
日
本
で
は
収
入

の
格
差
が
大
き
す
ぎ
る
」
と
思
う
人
び
と
が
四

分
の
三
を
超
え
て
お
り
、
日
本
で
は
収
入
の
格

差
が
大
き
い
と
い
う
事
実
は
か
な
り
の
程
度
ま

で
定
着
し
て
お
り
、
ま
た
貧
困
層
も
増
大
し
て

い
る
の
も
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
が
〝
格
差
社
会
〞
で

あ
る
と
の
認
識
が
多
数
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
差
別
社
会
は
非
難
す
る
が
〝
格
差
社

会
〞
は
容
認
す
る
と
い
う
屈
折
し
た
意
識
を
表

し
て
い
る
。
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さ
ら
に
今
日
、
貧
困
層
の
子
ど
も
が
貧
困
層

に
陥お
ち
いり

や
す
い
貧
困
連
鎖
が
生
じ
て
お
り
、
格

差
が
固
定
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
差
別
の
再
生

産
と
呼
ん
で
も
い
い
。

さ
て
、
こ
の
〝
格
差
社
会
（
差
別
社
会
）〞

を
支
え
る
代
表
的
な
論
理
が
〝
自
己
責
任
論
〞

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

橋
本
健
二
氏
は
「
近
年
で
は
『
自
己
責
任
』

の
範
囲
が
際
限
も
な
く
拡
大
さ
れ
る
傾
向
に
あ

り
、
失
業
す
る
の
も
、
低
賃
金
の
非
正
規
労
働

者
に
な
る
の
も
、
貧
困
に
陥
る
の
も
、
す
べ
て

自
己
責
任
と
片
付
け
る
論
調
が
少
な
く
な
い
。

自
己
責
任
論
は
か
な
り
の
浸
透
力
を
持
っ
て
お

り
、
貧
困
に
陥
っ
た
人
々
自
身
が
自
己
責
任
論

に
縛
ら
れ
、
声
を
発
し
に
く
い
状
況
に
陥
っ
て

い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。」
と
述
べ
、
さ
ら

に
「
こ
う
し
た
自
己
責
任
論
は
、
貧
困
を
生
み

や
す
い
社
会
の
仕
組
み
と
、
こ
の
よ
う
な
社
会

の
仕
組
み
を
作
り
出
し
、
ま
た
放
置
し
て
き
た

人
々
を
免
罪
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
貧

困
を
自
己
責
任
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
正

規
雇
用
を
拡
大
さ
せ
、
低
賃
金
の
労
働
者
を
増

加
さ
せ
て
き
た
企
業
の
責
任
、
低
賃
金
労
働
者

の
増
大
を
防
ぎ
、
貧
困
の
増
大
を
食
い
止
め
る

た
め
の
対
策
を
怠
っ
て
き
た
政
府
の
責
任
は
不

問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
責
任
論

は
、
本
来
は
責
任
を
取
る
べ
き
人
々
を
責
任
か

ら
解
放
し
、
こ
れ
を
責
任
の
な
い
人
々
に
押
し

つ
け
る
も
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、〝
格
差
社
会
〞
と
呼
ん
で
い
る
差

別
社
会
の
中
で
貧
困
と
い
う
差
別
実
態
と
、
そ

れ
を
支
え
る
差
別
論
と
し
て
の
自
己
責
任
論
へ

の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

⑶

現
代
社
会
が
格
差
社
会
と
呼
ば
れ
る
差
別
社

会
で
あ
る
と
先
に
紹
介
し
た
が
、
一
方
で
人
権

擁
護
の
法
律
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
も

今
日
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

１
９
９
６
年
の
「
ら
い
予
防
法
」
の
廃
止
以

降
、
２
０
０
０
年
に
は
「
児
童
虐
待
防
止
法
」、

「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
」、「
人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」、
２
０
０
１

年
「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」、
２
０
０
４
年
「
改
正
児

童
虐
待
防
止
法
」、「
性
同
一
性
障
害
特
例
法
」、

２
０
０
６
年
「
新
改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
」、「
高
齢
者
虐
待
防
止
法
」、
２
０
０
８
年

「
改
正
児
童
虐
待
防
止
法
」、
２
０
１
２
年
「
障

害
者
虐
待
防
止
法
」、
２
０
１
３
年
「
い
じ
め

防
止
対
策
推
進
法
」、
２
０
１
４
年
「
リ
ベ
ン

▶執筆者プロフィール

1948年奈良県生まれ。龍谷大学大学
院修士課程修了（哲学専攻）。現在、
奈良教区奈良組常蓮寺住職。同派布教
使。監正局特別審事。（一財）同和教
育振興会評議員。中央仏教学院講師。
元基幹運動本部事務局部長。元中央相
談員。
主な著作 『迷信とけがれ意識』（八幡
市同和対策室）『戦争と差別』（本願寺
出版社）『いのちの保育―一人ひとり
の人権をまもるー』（阿吽社）『講座同
朋運動　西本願寺教団と部落差別問
題』第１巻・第２巻（共著　明石書
店）『宗教と部落差別』（共著　奈良人
権・部落解放研究所）『ハンセン病差
別と浄土真宗』（共著　永田文昌堂）
『同朋教団のよろこび』（共著　奈良教
区基幹運動推進委員会）等　その他論
文多数

岩 本 孝 樹
いわもと たかき
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ジ
ポ
ル
ノ
被
害
防
止
法
」
さ
ら
に
２
０
１
６
年

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」、「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

規
制
法
」、「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
等
が
そ

れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
る
な
ど
人
権
擁
護
・
人
間
の

尊
厳
性
の
尊
重
を
求
め
る
法
律
が
十
分
と
は
言

え
な
い
が
、
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
る
の
も
近

時
の
特
徴
で
あ
る
。

特
に
２
０
１
６
年
に
施
行
さ
れ
た
「
障
害
者

差
別
解
消
法
」、「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
」、

「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
は
今
後
の
人
権
に

関
わ
る
運
動
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
持
つ
で

あ
ろ
う
。「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
は
、
障
害

を
理
由
と
し
た
「
不
利
益
な
取
り
扱
い
の
み
な

ら
ず
、
社
会
的
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
の
『
合

理
的
な
配
慮
の
不
提
供
』
も
差
別
で
あ
る
」
と

規
定
し
た
。
障
害
者
へ
の
〝
合
理
的
配
慮
〞
を

欠
く
こ
と
は
差
別
行
為
で
あ
る
と
い
う
視
点

は
、
従
来
か
ら
の
差
別
認
識
を
さ
ら
に
深
め
る

も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
今
後

の
寺
院
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
法
」

は
、
差
別
行
為
へ
の
法
規
制
の
必
要
性
と
そ
の

有
効
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
同
法
は
複
数
の
差

別
が
結
び
つ
く
「
複
合
差
別
」
を
司
法
が
初
め

て
認
め
る
判
決
を
生
み
出
し
た
。

「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
で
は
、
改
め
て

部
落
差
別
の
存
在
を
認
め
た
だ
け
で
な
く
「
情

報
化
の
進
展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
に
関
す
る
状

況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
」
と
明
記
し
て
、
ネ

ッ
ト
上
の
悪
質
な
差
別
を
成
文
化
し
た
。
法
務

省
の
発
表
の
よ
う
に
、
２
０
１
７
年
度
の
ネ
ッ

ト
上
の
人
権
侵
害
が
２
２
１
７
件
（
前
年
度
比

16
・
１
％
増
）、
５
年
連
続
で
過
去
最
多
を
記

録
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
の
視
点

が
、
今
後
の
運
動
推
進
の
大
き
な
推
進
力
と
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑷

さ
て
、
昨
年
（
２
０
１
７
年
）
度
は
今
日
の

「
御お
ん

同ど
う

朋ぼ
う

の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」
人
権
啓
発

推
進
僧
侶
研
修
会
の
前
身
で
あ
る
「
基
幹
運
動

推
進
僧
侶
研
修
会
」（
以
下
僧
研
）
が
始
ま
っ

て
25
年
と
い
う
節
目
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

今
年
度
は
新
た
な
僧
研
の
歩
み
へ
の
初
年
度
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
僧
研
は
、
三
つ
の
特
徴
を

持
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
こ
れ
ま
で

僧
侶
は
得と
く

度ど

で
同
一
の
課
題
で
学
ん
で
以
降
全

僧
侶
が
同
一
の
テ
ー
マ
で
学
ぶ
こ
と
が
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
全
国
に
同
一
の
テ
ー
マ
を
提
起

し
た
こ
と
。
第
二
は
そ
の
学
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
お
い
て
基
本
日
程
を
示
し
た
こ
と
。
さ
ら
に

第
三
点
が
話
し
合
い
法
座
の
形
式
を
導
入
し
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
今
日
も
そ
の
形
式
は
踏
襲
さ

れ
て
い
る
が
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
僧
研
は
「
自
分
自
身
が
気
づ
か
な
い
差

別
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
信
心
が
単
に

〝
心
の
な
か
だ
け
の
問
題
〞
と
し
て
観
念
の
な

か
に
押
し
込
め
ら
れ
、
現
実
の
生
活
と
か
け
離

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
教
学
も
伝
統
の
名

の
も
と
に
封
建
教
学
を
踏
襲
し
て
差
別
を
温
存

し
再
生
産
し
て
き
た
…
…
御
同
朋
の
社
会
を
め

ざ
す
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
心
の
も
ち
方
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
真
実
信
心
の
内
実
と

し
て
、
私
が
生
き
て
い
く
上
で
の
具
体
的
な
課

題
で
あ
り
方
向
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
始

め
ら
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
僧
侶
一
人
ひ
と

り
の
体
質
・
あ
り
よ
う
を
問
う
も
の
で
あ
っ
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た
。四

分
の
一
世
紀
の
歩
み
を
続
け
て
き
て
、
そ

の
間
に
問
わ
れ
た
も
の
を
ど
れ
だ
け
克
服
で
き

た
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
で
僧
研
の
形
式
化
・
風
化
の
批
判
も
あ

る
。
２
０
１
２
年
に
安
芸
教
区
で
生
じ
た
「
過

去
帳
等
の
開
示
問
題
」
は
そ
の
批
判
が
的ま
と

を
得

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
た
。
そ
れ

故
に
こ
そ
社
会
の
状
況
の
変
化
の
中
で
、
今
改

め
て
僧
研
の
意
義
を
再
確
認
し
て
新
た
な
学
び

を
始
め
る
こ
と
が
今
日
的
な
課
題
で
あ
る
と
も

言
え
る
。

特
に
今
年
度
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運

動
」
人
権
啓
発
推
進
僧
侶
研
修
会
に
新
た
に
研

修
課
題
と
し
て
「
経
典
か
ら
学
ぶ
差
別
の
現

実
」
が
加
わ
っ
た
。
念
仏
者
と
し
て
生
き
よ
う

と
す
る
私
た
ち
が
、
経
典
か
ら
改
め
て
阿
弥
陀

如
来
の
願
い
を
学
ぶ
意
義
は
決
し
て
薄
く
な

い
。ま

た
宗
門
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
践
目
標

に
「
貧
困
の
克
服
に
向
け
て
│
│
子
ど
も
た
ち

を
育
む
た
め
に
│
│
」
が
設
定
さ
れ
た
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、〝
格
差
社
会
〞
と
呼
ば
れ

る
今
日
の
社
会
に
あ
っ
て
貧
困
問
題
は
、
ま
さ

に
差
別
の
問
題
で
あ
る
。
重
点
目
標
に
設
定
さ

れ
た
そ
の
意
義
に
様
々
な
評
価
や
意
見
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
僧
侶
一
人
ひ
と
り
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
す
べ
て
の
教
団
の
人
び
と
が
改
め
て

貧
困
の
問
題
を
見
据
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ

け
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
０
１
４
年
に
は
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
推

進
法
」
が
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現

状
が
大
き
く
改
善
し
た
と
は
決
し
て
言
え
な

い
。
そ
の
事
は
そ
も
そ
も
子
ど
も
の
貧
困
対
策

と
は
何
か
と
の
根
本
的
な
問
い
か
け
の
必
要
性

を
示
し
て
い
る
。

言
い
か
え
れ
ば
差
別
社
会
に
お
け
る
貧
困
へ

の
取
り
組
み
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
特
に
そ
の
取
り
組
み
が
〝
恩
恵
的
・
慈

恵
的
〞
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
何
故
な
ら
そ
の
視
点
そ
の
も
の
が
差

別
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

僧
研
は
そ
の
当
初
「
と
も
す
る
と
体
制
追

従
・
現
状
肯
定
に
終
始
し
が
ち
な
私
た
ち
の
姿

勢
や
、
差
別
構
造
・
差
別
意
識
を
私
た
ち
自
身

や
教
団
に
も
反
映
し
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
厳

し
く
点
検
し
、
…
…
そ
う
し
た
不
断
の
取
り
組

み
を
通
し
て
、
自
分
自
身
が
つ
く
り
か
え
ら

れ
、
人
び
と
の
苦
し
み
に
共
感
し
て
積
極
的
に

社
会
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
念
仏
者
の
あ
り
よ
う

を
明
ら
か
に
し
て
」
い
く
と
そ
の
趣
旨
を
示
し

て
い
る
。
貧
困
と
い
う
今
日
的
な
差
別
に
関
わ

る
課
題
を
前
に
し
た
時
、
そ
の
呼
び
か
け
が
決

し
て
過
去
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。〈
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