
教
育
改
革
に
も
う
一
つ
の
ロ
シ
ア
を
読
む

関

啓
　
　
　
子

（27）教育改革にもう一つのロシアを読む

　
モ
ス
ク
ワ
は
、
今
年
八
五
〇
年
祭
を
迎
え
る
。
い
ま
ロ
シ
ァ
は
、

そ
し
て
モ
ス
ク
ワ
は
ど
こ
に
進
も
う
と
し
て
い
る
の
か
。
し
か
し
、

な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ロ
シ
ア
研
究
と
情
報

の
発
信
者
の
分
析
枠
組
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
小
さ
く
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
ロ
シ
ア
社
会
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
そ
の
枠
組
み

を
指
摘
し
、
教
育
改
革
の
現
状
と
課
題
に
、
い
ま
一
つ
の
ロ
シ
ア

社
会
を
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。

ロ
シ
ア
研
究
を
混
乱
さ
せ
た
二
つ
の
原
因

　
（
1
）
　
権
力
闘
争
を
読
む
ア
プ
ロ
ー
チ

　
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
研
究
を
一
見
分
か
り
や
す
く
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
た
枠
組
み
が
、
実
は
ロ
シ
ア
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
が
、
改
革
派
対
保
守
派
と
い
う
二
大
区
分

を
用
い
た
社
会
分
析
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ

ト
研
究
者
や
マ
ス
コ
ミ
を
含
む
ロ
シ
ア
情
報
の
発
信
者
た
ち
は
、

ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
の
社
会
状
況
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
改

革
派
と
保
守
派
と
い
う
二
大
区
分
を
用
い
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
権
力
闘
争
の
ゲ
ー
ム
は
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
社
会
分
析
は
ロ
シ
ア
社
会
の

事
件
に
ゲ
ー
ム
的
面
白
さ
を
付
与
し
た
が
、
何
か
劇
的
な
事
件
が

無
い
と
、
情
報
の
面
白
さ
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
混

乱
は
あ
っ
て
も
社
会
が
徐
々
に
平
時
化
す
る
に
し
た
が
い
、
こ
う

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
が
発
揮
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
。

　
研
究
者
の
中
に
は
、
歴
史
を
、
権
カ
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
著
名

な
政
治
家
問
抗
争
と
し
て
活
写
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
者
も
出
て

き
た
。
理
想
や
理
念
の
た
め
に
戦
っ
た
と
い
う
い
ま
ま
で
の
歴
史
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の
解
釈
と
は
異
な
り
、
生
身
の
人
間
に
よ
る
権
謀
術
数
を
極
め
た

心
理
ゲ
ー
ム
と
し
て
、
歴
史
は
書
き
替
え
ら
れ
、
隠
さ
れ
て
い
た

歴
史
の
生
臭
さ
が
浮
上
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
に
生
き
る
私
た

ち
の
権
力
に
た
い
す
る
考
え
や
、
自
己
実
現
へ
の
こ
だ
わ
り
が
時

間
と
空
問
を
越
え
て
、
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
当
て
は
ま
る
か
ど
う

か
は
問
題
だ
か
ら
、
簡
単
に
各
時
代
の
こ
だ
わ
り
を
今
の
こ
だ
わ

り
で
お
し
は
か
る
こ
と
に
は
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。

　
情
報
や
解
釈
の
伝
達
者
は
社
会
事
象
を
権
カ
ゲ
ー
ム
と
し
て
だ

け
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
、
社
会
分
析
に
何
が
し
か

の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
改
革

派
1
1
進
歩
的
H
民
主
派
、
保
守
派
1
－
官
僚
的
u
社
会
主
義
派
と
い

っ
た
連
関
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
情
報
や
解
釈
が
発
信
さ
れ
て
い

っ
た
。
と
く
に
「
民
主
的
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を

と
っ
て
も
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
二
項
対
立
に
よ

る
把
握
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
の
伝
達
者
は
、
社
会
分

析
に
「
善
」
と
「
悪
」
を
巧
み
に
刷
り
込
ん
で
い
っ
た
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
暗
に
付
与
さ
れ
た
二
大
区
分
に
。
よ
る
解
釈

枠
組
み
は
、
権
力
闘
争
を
読
み
解
く
に
は
あ
る
程
度
有
効
だ
が
、

そ
れ
を
す
べ
て
の
社
会
的
事
象
の
分
析
に
当
て
は
め
る
と
な
る
と
、

事
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
。
第
一
、
二
分
さ
れ
る
よ
う
な
単

純
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
い
て
人
び
と
は
生
き
、
働
き
、
行

動
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
思
想
性
を
過
大
に
解
釈
す
る
と
、
実
際

の
人
び
と
の
生
き
よ
う
、
人
び
と
の
行
動
と
決
断
の
解
釈
に
思
い

込
み
が
忍
び
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
民
主
派
対
保
守
派
と
い
う
対

立
構
図
で
は
解
釈
し
き
れ
な
い
人
び
と
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。
た

と
え
ば
、
か
つ
て
の
党
関
係
者
や
旧
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
が
体

制
転
換
後
新
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
に
な
っ
て
い
る
が
、
ど
う
し

て
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
か
。
民
主
的
と
さ
れ
る
特
権

階
級
と
は
ど
う
い
う
人
び
と
か
と
考
え
る
と
、
俄
か
に
は
理
解
し

か
ね
る
。
旧
ソ
連
時
代
に
反
体
制
派
で
あ
っ
た
科
学
者
や
芸
術
家

な
ど
の
な
か
に
は
、
民
主
派
の
勝
利
後
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義

的
思
想
や
価
値
（
平
等
と
か
）
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
民
主
派
か

ら
離
脱
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
た
。
た
と
え
ぱ
、
有
名
な
歴
史
学
者

メ
ド
ベ
ー
ジ
呈
フ
や
ダ
ニ
ー
ロ
フ
で
あ
る
。

　
民
主
派
と
し
て
発
言
す
る
人
で
、
か
つ
て
の
反
体
制
派
で
は
な

い
人
び
と
も
多
い
。
す
ば
や
く
か
つ
て
の
自
説
を
覆
し
、
体
制
に

迎
合
し
て
旧
共
産
党
を
批
判
す
る
人
ほ
ど
、
む
し
ろ
一
党
支
配
の

ソ
ヴ
ェ
ト
社
会
が
つ
く
り
出
し
た
優
等
生
な
の
で
あ
る
。
か
れ
ら

は
党
上
層
部
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
そ
の
忠
誠
心
の
度
合
い
を
、

党
の
目
標
の
達
成
へ
の
貢
献
と
な
る
よ
う
な
活
動
で
表
現
し
出
世
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（29）教育改革にもう一つのロシアを読む

す
る
と
い
う
生
き
方
を
よ
く
学
ん
だ
人
び
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

支
配
者
層
が
求
め
る
行
動
ス
タ
イ
ル
を
よ
く
学
び
身
体
化
し
た
人

び
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
つ
て
の
党
関
係
者
に
新
ノ
ー
メ
ン
ク

ラ
ト
ゥ
ー
ラ
が
多
い
こ
と
も
、
か
れ
ら
が
か
つ
て
の
人
脈
を
使
っ

て
経
済
界
の
支
配
的
立
場
に
横
滑
り
し
た
こ
と
も
、
驚
く
に
値
し

な
い
。
羽
振
り
が
い
い
理
念
に
身
を
寄
せ
、
出
世
を
は
か
る
と
い

う
行
動
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
具
体
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か

ら
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
進
歩
派
を
自
負
す
る
あ
る
人
が
、
民
主

派
に
な
り
き
れ
な
い
先
輩
に
対
し
て
、
恩
想
上
の
批
判
を
す
る
の

で
は
な
く
、
時
代
の
波
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
う
、
時
代
の
変
化
が

理
解
で
き
な
い
気
の
毒
な
人
ぴ
と
と
語
っ
た
と
こ
ろ
に
如
実
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

　
改
革
派
（
1
－
民
主
的
）
対
保
守
派
（
1
－
社
会
主
義
的
）
と
い
う

枠
組
み
で
検
討
対
象
と
な
る
の
は
、
権
カ
ゲ
ー
ム
の
一
部
の
主
役

た
ち
だ
け
で
あ
る
。
一
般
の
人
び
と
、
特
に
階
級
・
階
層
や
ジ
ェ

ン
ダ
ー
、
年
齢
と
い
っ
た
観
点
で
見
た
場
合
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た

ち
は
、
ゲ
ー
ム
の
主
役
た
ち
が
自
ら
の
言
説
の
正
し
さ
を
論
証
す

る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
先
の
二
項
対
立
的
な
分
析
枠
組
み
で
は
、
ふ
つ
う
の
人
ぴ
と
の

日
常
生
活
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
ロ
シ
ア
の
明

日
に
何
を
願
っ
て
い
る
の
か
、
何
を
ど
の
よ
う
に
悩
み
、
社
会
の

変
化
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
か
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

こ
う
し
た
日
常
世
界
を
も
す
く
い
あ
げ
る
枠
組
み
が
な
い
と
、
い

ま
の
ロ
シ
ア
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
2
）
　
民
族
の
独
立
に
収
赦
さ
れ
る
よ
う
な
民
族
間
題
へ
の
ア

　
　
　
　
フ
ロ
ー
チ

　
も
う
一
つ
の
分
か
り
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
見
方
は
民
族
問
題

を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
民
族
問
題
は
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ
フ
、

チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
と
い
う
よ
う
に
旧
ソ
連
邦
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を

増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
民
族
抗
争
は
C
N
N
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー

ク
を
通
じ
て
、
激
し
い
武
力
紛
争
と
し
て
世
界
中
に
伝
達
さ
れ
た
。

帝
国
と
し
て
他
民
族
を
抑
圧
し
て
き
た
ソ
連
邦
が
世
界
的
な
規
模

で
批
判
さ
れ
、
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
民
族
政
策
が
激
し

く
告
発
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
民
族
紛
争
の
扱
い
方
は
、
旧
ソ
連
邦

の
民
族
問
題
の
一
部
を
大
い
に
浮
上
さ
せ
た
が
、
一
部
に
蓋
を
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
民
族
マ
ジ
ヨ
リ
テ
ィ
（
ロ
シ
ア
人
）
と
民
族

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
非
ロ
シ
ア
人
）
と
の
関
係
に
む
け
ら
れ
る
私
た

ち
の
ま
な
ざ
し
に
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
族
の

独
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
民
族
間
関
係
の
解
釈
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
民
族
間
関
係
の
あ
り
方
の
読
み
解
き
は
、
そ
れ
で
は
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読
み
切
れ
な
い
問
題
群
を
隠
蔽
す
る
こ
と
と
な
う
た
。
旧
ソ
連
邦

の
構
成
共
和
国
も
ま
た
人
口
移
動
に
よ
る
多
民
族
の
共
和
国
で
あ

り
、
多
く
の
都
市
は
多
民
族
の
住
む
空
間
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

ス
タ
ー
リ
ン
が
行
っ
た
命
令
に
よ
る
暴
力
的
民
族
移
動
も
あ
っ
た

け
れ
ど
、
つ
ま
り
帝
国
型
の
つ
く
ら
れ
た
多
民
族
性
も
あ
っ
た
が
、

自
ら
進
ん
で
旧
構
成
共
和
国
を
越
境
し
た
人
ぴ
と
も
い
た
。
モ
ス

ク
ワ
の
多
民
族
都
市
と
し
て
の
歴
史
は
古
く
、
帝
政
ロ
シ
ア
時
代

か
ら
革
命
後
そ
し
て
現
在
と
続
く
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
旧
構
成

共
和
国
以
外
か
ら
の
非
ロ
シ
ア
人
も
移
り
住
ん
だ
。
た
と
え
ぱ
、

ド
イ
ツ
人
で
あ
る
。

　
モ
ス
ク
ワ
に
住
む
非
ロ
シ
ア
人
は
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
て
も
、
祖

国
で
あ
る
旧
ソ
連
邦
構
成
共
和
国
に
も
ど
ろ
う
と
は
し
な
い
。
こ

の
定
住
型
非
ロ
シ
ア
人
問
題
が
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
世
代
間
の
違
い
こ
そ
あ
る
が
、
非
ロ
シ
ア
人
と

い
う
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
、
非
ロ
シ
ァ
人
と
い
う
括
り
を
生
き
て

き
た
人
び
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
び
と
が
社
会
の
転
換
期
を
ど

う
迎
え
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い

っ
た
問
題
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
移
民
や
難
民

が
ホ
ス
ト
社
会
で
何
に
苦
し
み
、
ど
の
よ
う
に
明
日
を
生
き
抜
く

か
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
共
鳴
す
る
課
題
な
の
で

あ
る
。

　
こ
う
し
た
民
族
問
題
の
見
落
と
し
は
、
か
つ
て
ソ
連
邦
が
解
決

済
み
と
し
て
蓋
を
し
た
問
題
群
を
、
再
ぴ
隠
閉
す
る
こ
と
に
な
る
。

二
　
教
育
改
革
の
も
う
一

つ
の
読
み
方

　
（
1
）
　
見
落
と
さ
れ
る
教
育
問
題

　
ふ
た
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ロ
シ
ァ
社
会
の
あ
る
部
分
を
と
ら

え
て
も
、
あ
る
部
分
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
。
見
落
と
さ
れ
る
ふ

つ
う
の
人
ぴ
と
の
悩
み
の
な
か
に
は
、
子
育
て
と
子
ど
も
の
教
育
、

子
ど
も
の
未
来
へ
の
願
い
や
展
望
が
あ
る
。
こ
の
子
育
て
と
教
育

を
め
ぐ
る
葛
藤
も
、
先
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
す
く
い
あ
げ

ら
れ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
む
、
教
育
改
革
と
い
う
研
究
対
象
で
考
え
て
み
よ
う
。

教
育
改
革
も
改
革
派
と
社
会
主
義
派
の
対
立
を
前
提
に
読
み
解
く

傾
向
が
あ
る
。
一
九
八
四
年
教
育
改
革
と
一
九
八
八
年
の
教
育
の

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
新
生
ロ
シ
ア
の
改
革
を
比
較
し
、
社
会
主
義

思
想
の
強
弱
と
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
を
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
そ

う
し
た
場
合
、
教
育
改
革
の
社
会
主
義
性
は
、
も
っ
ば
ら
労
働
教

育
や
総
合
技
術
教
育
、
ピ
オ
ネ
i
ル
運
動
な
ど
に
も
と
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
概
念
ほ
ど
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
を
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（31）教育改革にもう一つの目シァを読む

見
落
と
し
て
し
ま
う
。
政
策
者
側
の
意
図
が
イ
コ
ー
ル
恩
想
の
原

意
で
、
そ
の
思
想
が
人
び
と
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
制
度

が
機
能
す
る
、
と
考
え
る
と
す
れ
ぱ
、
大
き
な
誤
解
と
し
か
い
い

よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
労
働
教
育
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し

て
、
学
業
の
振
る
わ
な
い
生
徒
の
職
業
系
学
校
へ
の
進
学
を
連
想

す
る
親
た
ち
の
実
態
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
な

ぜ
、
革
命
前
の
、
身
分
制
社
会
に
お
け
る
一
部
エ
リ
ー
ト
層
の
学

校
の
名
称
、
た
と
え
ば
リ
ツ
ェ
イ
や
ギ
ム
ナ
ジ
ア
が
、
体
制
転
換

後
の
、
民
主
的
で
あ
る
こ
と
を
標
梯
す
る
社
会
に
お
い
て
正
の
イ

メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
復
活
し
た
の
・
か
。
学
カ
の
国
際
比
較
調
査
の

示
す
か
な
り
高
い
水
準
で
の
学
力
の
平
準
化
（
す
べ
て
の
子
ど
も

に
あ
る
程
度
の
学
カ
を
保
障
し
た
こ
と
）
を
達
成
し
た
学
校
体
系

を
な
ぜ
根
こ
そ
ぎ
改
革
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
に

対
す
る
答
え
も
、
先
の
二
項
対
立
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
導
き

だ
さ
れ
て
こ
な
い
。

　
ロ
シ
ア
連
邦
の
崩
壊
後
、
一
方
で
は
旧
構
成
共
和
国
内
の
ロ
シ

ア
人
の
教
育
問
題
を
憂
慮
す
る
声
が
お
こ
り
、
他
方
で
は
モ
ス
ク

ワ
の
非
ロ
シ
ア
人
が
新
た
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ま
な
ざ

し
を
感
じ
取
り
、
子
ど
も
の
教
育
に
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
が
、
先

の
民
族
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
読
み
取
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
（
2
）
　
発
達
文
化
と
教
育
改
革

　
教
育
の
機
能
は
、
文
化
の
伝
達
に
よ
る
次
世
代
の
確
立
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

人
び
と
が
抱
く
「
次
の
世
代
を
確
立
さ
せ
導
く
こ
と
へ
の
関
心
」

が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
過
程
と
結
果
、
つ
ま

り
若
い
世
代
の
確
立
を
、
〈
ひ
と
り
だ
ち
V
と
し
よ
う
。
ひ
と
り

だ
ち
と
は
、
次
世
代
が
あ
る
文
化
を
伝
達
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
社

会
に
お
い
て
自
立
す
る
か
を
学
び
、
ど
の
よ
う
に
自
己
を
表
現
し

自
己
を
実
現
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
あ
る
い
は
時
代
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
算
段
を
め
ぐ
る
構
想
お
よ
び
習
贋
が
あ
る
。

　
ひ
と
り
だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
教
育
政
策
者
サ
イ
ド
の
期
待

さ
れ
る
人
間
像
、
親
の
描
く
子
ど
も
の
幸
福
な
未
来
像
、
地
域
の

住
民
（
共
同
体
）
の
認
め
る
一
人
前
像
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
同
一
で
は
な
い
。
さ
ら
に
子
ど
も
・
青
年
た
ち
も
、
未
来
の
自

画
像
を
描
く
。
こ
れ
も
先
の
三
つ
の
ひ
と
り
だ
ち
像
と
同
じ
と
は

限
ら
な
い
。
特
に
家
族
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
親
の
抱
く
ひ
と
り

だ
ち
と
子
ど
も
の
そ
れ
を
同
一
視
す
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
そ
う

と
も
限
ら
な
い
。
次
に
、
算
段
と
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
促
す
た
め

に
伝
達
さ
れ
る
文
化
内
容
、
伝
達
の
工
－
ジ
ェ
ン
ト
と
働
き
か
け

の
場
所
や
組
織
、
さ
ら
に
は
、
文
化
の
伝
達
過
程
の
あ
り
よ
う
、
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工
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
学
習
者
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
。
〈
ひ
と
り
だ
ち
〉
の
構

想
と
算
段
と
を
め
ぐ
る
考
え
方
、
感
じ
方
、
行
動
の
仕
方
を
発
達

文
化
と
規
定
し
よ
う
。
発
達
文
化
は
所
属
集
団
に
よ
っ
て
特
徴
的

な
も
の
だ
が
、
組
み
合
わ
せ
は
、
相
当
に
個
人
的
で
あ
る
。
発
達

文
化
の
特
徴
は
、
（
A
）
伝
達
さ
れ
る
文
化
内
容
、
（
B
）
文
化
伝

達
の
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
種
類
と
組
み
合
わ
せ
、
（
C
）
伝
達
の
際

の
人
間
の
関
係
性
、
な
ど
を
解
明
す
る
こ
と
で
解
読
さ
れ
る
。

（
A
）
の
伝
達
さ
れ
る
も
の
に
は
、
社
会
に
自
立
し
て
生
き
て
い

く
た
め
に
必
要
な
知
識
の
体
系
な
ど
の
ほ
か
に
、
地
位
や
役
割
な

ど
の
社
会
体
系
、
各
種
集
団
で
の
ふ
る
ま
い
方
、
価
値
観
や
世
界

観
と
い
っ
た
思
想
体
系
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
（
B
）
は
学
校
と
家

族
と
教
会
や
地
域
と
い
っ
た
文
化
伝
達
の
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
し
き

り
と
分
業
の
あ
り
方
（
ど
こ
が
何
を
伝
達
す
る
か
）
、
（
C
）
は
伝

達
過
程
が
進
行
す
る
集
団
の
人
間
関
係
、
伝
達
の
速
度
な
ど
の
コ

　
　
　
（
ヨ
）

ン
ト
ロ
ー
ル
が
誰
に
よ
る
か
な
ど
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
く
つ
も
の
社
会
集
団
に
所
属
す
る
場
合
、
ひ
と
り

だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
も
算
段
の
選
択
も
個
性
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ひ
と
り
だ
ち
は
個
別
化
し
て
い
く
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
親
の
そ
れ
と
も
、
地
域
の
そ
れ
と
も
異
な

る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
時
に
は
各
集
団
の
構
想
す
る
ひ
と
り
だ
ち

を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
発
達

文
化
の
壁
を
こ
え
る
、
つ
ま
り
越
境
し
て
い
く
こ
と
も
起
こ
り
う

る
。
自
分
な
り
に
よ
り
よ
い
生
ぎ
方
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
‘

あ
る
。
こ
の
越
境
に
対
し
て
、
ま
わ
り
の
人
び
と
が
寛
容
か
ど
う

か
を
分
析
す
れ
ば
、
所
属
集
団
に
つ
い
て
の
研
究
へ
と
連
動
し
て

い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
教
育
改
革
と
は
、
こ
の
発
達
文
化
の
変
容
を
、
政
策
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
ぴ
と
あ
る
い
は
あ
る
層
の
発
達
文
化

の
変
容
が
政
策
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
教
育
政
策
者
の
意
図
、
政
策
に
影

響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
思
想
家
や
理
論
家
の
思
想
、
父
母
の
教

育
意
思
と
は
、
齪
齢
を
は
ら
み
う
る
も
の
で
あ
る
。
政
策
文
書
に

書
き
込
ま
れ
る
意
図
が
、
必
ず
し
も
政
策
者
の
狙
い
や
思
想
の
す

ぺ
て
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
発
達
文
化
と
連
動
し
て
い
る
か
を

析
出
し
な
い
と
、
人
び
と
が
改
革
と
政
策
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る

か
が
読
み
取
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
発
達
文
化
の
変
容
と
い
う
観
点

か
ら
教
育
改
革
を
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
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三

ロ
シ
ア
連
邦
の
教
育
改
革

－
そ
の
現
状
と
課
題
1

　
現
在
進
行
中
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
の
紹
介
と
分
析
は
い
く
つ

　
　
　
（
4
）

か
の
拙
稿
で
試
み
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
大
幅
に
省
略
し
、

体
制
転
換
の
前
後
で
特
段
に
変
わ
っ
た
点
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と

と
す
る
。

　
教
育
の
多
様
化
、
個
性
化
、
有
料
化
と
い
つ
た
と
こ
ろ
が
、
体

制
転
換
前
と
は
異
な
る
教
育
改
革
の
特
徴
で
あ
る
。
多
様
化
に
は
、

ま
ず
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
多
様
化
が
含
ま
れ
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は

連
邦
的
要
素
と
地
域
－
民
族
的
要
素
と
学
校
的
要
素
と
か
ら
な
る

と
規
定
さ
れ
た
の
で
、
教
師
集
団
が
独
創
的
な
ら
ば
、
い
ろ
い
ろ

な
教
育
実
践
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
の
タ
イ
プ
の
多
様

化
も
進
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
あ
る
教
科
を
深
く
学
習
す
る
学
校
、

た
と
え
ぱ
人
気
の
語
学
力
を
つ
け
る
こ
と
を
特
徴
に
掲
げ
、
自
己

ア
ビ
ー
ル
す
る
学
校
が
あ
る
。
革
命
前
の
エ
リ
ー
ト
校
の
名
称
を

そ
の
ま
ま
使
用
し
た
リ
ツ
ェ
イ
や
ギ
ム
ナ
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
私
立

学
校
も
登
場
し
た
。
学
校
は
生
き
残
り
を
か
け
、
優
秀
な
教
師
の

引
き
抜
き
に
も
努
め
て
い
る
。
リ
ツ
ェ
イ
と
ギ
ム
ナ
ジ
ア
は
人
気

が
あ
り
、
順
調
に
生
徒
数
を
伸
ば
し
て
い
る
。
一
九
九
三
－
九
四

年
度
の
全
ロ
シ
ア
の
国
立
の
普
通
教
育
学
校
数
は
六
八
、
一
二
二

校
、
生
徒
数
が
二
〇
、
五
六
五
、
○
O
○
人
、
そ
の
内
あ
る
教
科

を
深
く
学
習
す
る
学
校
が
七
、
九
〇
〇
校
、
生
徒
数
は
二
、
六
一

六
、
○
○
○
人
、
リ
ツ
ェ
イ
が
；
二
四
校
、
生
徒
数
が
二
一
四
、

○
○
O
人
、
ギ
ム
ナ
ジ
ア
が
五
七
五
校
、
生
徒
数
が
四
三
〇
、
九

　
　
　
　
　
　
（
5
）

O
○
人
で
あ
っ
た
。
一
九
九
三
－
九
四
年
度
と
比
べ
た
場
合
、
一

九
九
六
－
九
七
年
度
の
普
通
教
育
学
校
の
生
徒
数
の
伸
び
率
は
、

一
．
〇
五
倍
で
あ
り
、
リ
ツ
ェ
イ
の
生
徒
数
の
伸
び
率
は
一
・
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

倍
、
ギ
ム
ナ
ジ
ア
の
同
伸
ぴ
率
も
、
約
一
・
八
倍
で
あ
る
。

　
標
準
教
科
課
程
を
越
え
る
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ア
の
教
育
活
動
は

有
料
な
場
合
が
多
い
。
な
お
、
学
校
に
通
学
し
な
い
で
家
庭
で
学

習
し
、
国
家
試
験
に
合
格
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。

　
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
は
学
校
教
育
ば
か
り
で
な
く
学
校
外
教
育

に
も
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
ピ
オ
ネ
ー
ル
宮
殿
な
ど
は
原
則
的
に
は

も
う
存
在
し
な
い
。
校
外
活
動
の
た
め
の
有
料
の
施
設
は
多
種
あ

り
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
多
様
化
と
有

料
化
さ
ら
に
は
分
権
化
は
、
国
家
の
教
育
費
の
縮
小
を
補
填
す
る

機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
教
科
書
の
経
費
の
地
方
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

担
率
が
、
一
九
九
六
年
に
は
3
0
％
か
ら
6
0
％
に
跳
ね
上
が
っ
た
。

　
ひ
と
り
だ
ち
に
か
か
わ
る
機
関
と
組
織
は
多
様
に
存
在
し
、
家
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　　表1，就学前施設の児童数（千人）
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族
に
経
済
力
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
上
う
に
な
っ
た
。
当
然
、
そ
う
し
た
施
設
や
機
関
の
少

な
い
農
山
村
部
に
は
、
教
育
学
習
施
設
の
選
択
や
組
み
合
わ
せ
の

可
能
性
は
な
い
か
ら
、
教
育
機
会
の
受
容
を
め
ぐ
る
地
域
間
格
差

は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
。
や
が
て
、
学
力
の
平
準

化
状
況
も
崩
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
特
に
就
学
前
施
設
の
減
少
は
激
し
い
。
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

減
少
の
理
由
は
、
（
a
）
人
口
動
態
、
（
b
）
就
学
前
施
設
を
も
っ

て
い
た
企
業
や
組
織
の
経
済
状
態
［
施
設
を
援
助
す
る
余
裕
は
な

い
し
、
そ
う
し
た
援
助
は
市
場
経
済
化
し
た
社
会
で
の
企
業
活
動

と
し
て
効
率
的
で
は
な
い
］
、
（
C
）
両
親
の
社
会
的
な
要
求
の
減

少
［
就
学
前
施
設
で
よ
り
も
自
分
で
養
育
す
る
方
が
良
い
］
、

（
d
）
家
族
の
財
政
的
状
態
［
家
計
が
悪
化
し
、
有
料
の
施
設
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

子
ど
も
を
行
か
せ
ら
れ
な
い
］
な
ど
で
あ
る
。

　
教
育
改
革
の
結
果
、
一
方
で
は
、
国
家
の
教
育
費
の
縮
小
分
を

教
育
熱
心
な
父
母
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
は
、

自
分
の
考
え
で
生
き
方
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
励
ま
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
確
か
に
、
就
学
形
態
や
経
済
活
動
の
選
択
の
幅
が
広

が
り
、
「
私
的
・
集
団
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
の
発
揮
の
可
能
性
が
拡

　
　
（
m
）

大
し
た
」
と
い
え
る
。
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父
母
の
教
育
熱
心
さ
や
、
生
き
方
の
自
己
決
定
へ
の
関
心
は
、

ひ
と
り
だ
ち
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
ひ
と
り
だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
算
段
の
変
容
を
少
し
歴

史
的
に
遡
っ
て
み
る
こ
と
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま

の
ひ
と
り
だ
ち
の
現
状
を
再
考
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
四
親
の
抱
く
理
想
的
〈
ひ
と
り
だ
ち
〉

　
　
　
　
　
イ
メ
ー
ジ
の
変
化

　
官
製
の
ひ
と
り
だ
ち
イ
メ
ー
ジ
が
激
変
し
、
親
の
願
う
ひ
と
り

だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
揺
ら
ぎ
が
生
ず
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
で
あ
る
。
革
命
後
、
ひ
と
り
だ
ち
は

社
会
主
義
社
会
の
建
設
者
像
と
読
み
替
え
ら
れ
、
人
間
の
サ
ク
セ

ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
転
換
し
た
。
オ
ー
ル
ド
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と

革
命
前
の
イ
ン
テ
リ
層
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
革
命
の
中
心
的
指
導
者

層
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
な
知
識
と
高
い
教
養
を
備
え
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
文
学
者
に
憧
れ
、
尊
敬
す
る
文
学
者
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト

を
自
室
の
壁
に
か
け
る
と
い
づ
た
行
動
に
、
か
れ
ら
の
好
む
教
養

　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
示
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
よ
う
な
人
物
が
英
雄
と
し
て
シ
ン
ボ
ル

化
さ
れ
た
か
と
い
え
ぱ
、
一
方
で
は
、
プ
ー
シ
キ
ン
や
ト
ル
ス
ト

イ
と
い
づ
た
文
学
者
や
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
よ
う
な
革
命
思
想
家
が
メ

ダ
ル
な
ど
に
彫
刻
さ
れ
、
他
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
ス
タ
ー
に
は
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

労
者
が
主
役
と
し
て
登
場
し
た
。

　
文
化
伝
達
の
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
学
校
は
、
社
会
主
義
の

建
設
者
に
な
る
と
い
う
ひ
と
り
だ
ち
の
過
程
を
促
進
す
る
よ
う
に

改
革
さ
れ
た
。
革
命
直
後
か
ら
一
九
二
〇
年
代
、
学
校
で
の
伝
達

内
容
の
変
更
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
階
級
的
差
別

の
克
服
を
目
指
す
労
働
教
育
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
導
入
さ
れ
、
二

つ
に
は
総
合
的
・
合
科
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
、
生
徒
に
考

え
さ
せ
、
新
し
い
世
界
観
を
形
成
す
る
よ
う
に
促
す
も
の
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
学
校
の
管
理
・
運
営
に
は
勤
労
者
の
父
母
が
参

加
す
る
自
治
的
運
営
が
取
り
人
れ
ら
れ
、
か
れ
ら
の
教
育
意
思
が

汲
み
取
ら
れ
う
る
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち

の
学
習
活
動
や
自
治
的
学
級
運
営
を
支
援
す
る
と
い
う
教
師
の
あ

り
方
は
、
生
徒
と
の
関
係
を
、
権
威
的
な
上
下
関
係
か
ら
協
同
的

関
係
へ
変
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
具
体

化
の
過
程
で
、
革
命
前
の
学
校
ら
し
い
学
校
の
終
焉
を
危
倶
す
る

教
師
や
父
母
た
ち
の
激
し
い
反
発
を
か
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
だ
が
、
一
九
三
〇
年
代
と
も
な
る
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
下
で

学
校
教
育
の
体
系
化
と
量
的
拡
大
が
進
み
、
す
べ
て
の
人
に
、
無

料
で
、
同
一
の
も
の
を
学
習
さ
せ
る
体
系
が
整
う
こ
と
と
な
る
。
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二
〇
年
代
の
遊
び
と
学
習
の
区
別
が
不
鮮
明
な
も
の
か
ら
、
革
命

前
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
、
体
系
化
し
た
教
科
別
の
授
業
を
行
う
秩

序
化
し
た
学
校
が
再
登
場
し
た
。
価
値
観
の
主
体
的
な
転
換
と
い

う
よ
り
、
社
会
の
統
合
化
の
た
め
の
思
想
の
徳
目
化
が
進
ん
だ
。

学
校
教
育
と
学
校
外
教
育
の
運
営
も
父
母
参
加
型
で
は
な
く
、
集

権
化
し
た
指
令
シ
ス
テ
ム
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
教
師
と
生
徒
と

の
関
係
は
革
命
前
の
学
校
ら
し
い
上
下
関
係
に
も
ど
っ
た
。

　
な
お
、
農
村
共
同
体
が
崩
壊
し
、
工
場
企
業
の
自
主
管
理
的
運

営
も
消
滅
し
た
三
〇
年
代
以
降
、
生
産
現
場
に
も
、
地
域
社
会
に

も
、
自
主
管
理
的
、
あ
る
い
は
分
権
的
・
自
治
的
運
営
の
可
能
性

は
な
く
、
そ
う
し
た
参
加
の
意
志
も
能
力
も
ひ
と
り
だ
ち
に
必
要

な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
「
よ

い
生
き
方
」
と
し
て
の
相
互
援
助
は
徳
目
化
し
て
か
ら
も
、
共
同

体
の
か
つ
て
の
習
慣
と
も
共
鳴
し
た
た
め
か
、
六
〇
年
代
ま
で
残

存
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ピ
オ
ネ
ー
ル
運
動
の
熱
心
な
活
動
家
は
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
自
治
的
能
力
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
が
、
一
般
の

子
ど
も
た
ち
の
す
べ
て
に
そ
う
し
た
能
カ
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。

　
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
革
命
前
の
イ
ン
テ
リ
と
や
オ
ー
ル
ド
．

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
か
わ
っ
て
登
場
し
た
理
想
的
人
間
像
は
、

　
　
　
　
（
1
3
）

「
た
た
き
あ
げ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
も
工
業
化
と
国
家

建
設
に
貢
献
す
れ
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。
模
範
的

労
働
者
階
級
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
の
代
表
的
な
そ

れ
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
教
育
が
目
指

し
た
肉
体
的
労
働
と
知
的
労
働
の
対
立
を
止
揚
し
た
社
会
主
義
建

設
者
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
．
レ
ー

ニ
ン
主
義
思
想
と
党
権
力
に
支
え
ら
れ
、
肉
体
的
労
働
の
イ
メ
ー

ジ
が
向
上
し
た
か
に
見
え
た
。
社
会
主
義
へ
の
熟
狂
の
残
る
時
代
、

「
た
た
き
あ
げ
」
が
社
会
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

う
こ
と
は
、
「
生
き
ら
れ
た
意
味
・
価
値
・
行
動
の
中
心
的
．
支

　
　
　
（
“
〕

配
的
体
系
」
（
傍
点
は
筆
者
に
上
る
）
と
国
家
や
政
策
の
是
と
す

る
価
値
一
行
動
の
体
系
と
の
間
に
齪
鋸
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
た
た
き
あ
げ
と
い
う
存
在
も
そ

れ
へ
の
評
価
も
薄
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
職
業
教
育
を
受
け
て

就
職
し
、
労
働
現
場
の
共
産
党
下
部
組
織
で
活
躍
し
、
党
組
織
に

認
め
ら
れ
管
理
者
と
な
る
と
い
う
官
製
「
よ
り
よ
き
」
生
き
方
が

あ
っ
た
。
職
業
教
育
系
の
学
歴
を
積
ん
で
労
働
者
に
な
る
と
い
う

ひ
と
り
だ
ち
も
悪
く
な
い
と
恩
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
父
母
と

青
年
の
ひ
と
り
だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
算
段
は
、
粗
放
的
経
済
拡
大
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政
策
の
も
と
で
若
年
労
働
力
の
量
的
調
達
と
中
級
労
働
者
の
養
成

を
は
か
る
と
い
う
人
材
養
成
政
策
と
調
和
し
、
そ
の
速
や
か
な
実

施
を
支
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
都
市
化
が
進
行
し
、
後
期
中
等
普
通
教
育

を
受
け
て
高
等
教
育
を
狙
う
人
び
と
が
増
え
始
め
、
国
家
の
人
材

養
成
計
画
は
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
つ
ま
り
、
人
び
と
の
よ
り
よ
き
生

き
方
、
ひ
と
り
だ
ち
の
デ
ザ
イ
ン
と
国
家
の
提
供
す
る
ひ
と
り
だ

ち
の
算
段
と
が
く
い
ち
が
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
勤
労
者
家
族
が

豊
か
に
な
り
、
子
ど
も
を
は
や
く
か
ら
働
か
せ
る
必
要
が
な
く
な

る
と
、
親
た
ち
は
子
ど
も
に
普
通
教
育
学
校
で
後
期
中
等
教
育
を

学
ぱ
せ
、
で
き
れ
ば
高
等
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ひ
と
り
だ
ち
の
算
段
が
高
学
歴
を
つ
ま
せ

る
こ
と
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
前
、
労
働
者
家
族
が
職
業
教

育
に
よ
り
資
格
を
つ
け
さ
せ
、
子
ど
も
を
一
人
前
の
社
会
人
に
し

よ
う
と
し
て
い
た
頃
、
党
と
国
家
は
エ
リ
ー
ト
養
成
を
急
務
と
み

な
し
、
後
期
中
等
教
育
を
大
学
へ
の
準
備
過
程
と
位
置
付
け
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
き
た
。
こ
の
こ
と
が
裏
目
に
出
て
、
今
度

は
国
家
は
若
年
労
働
者
の
養
成
を
必
要
と
し
て
も
、
親
も
青
年
も

後
期
中
等
教
育
か
ら
大
学
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
私
的
所
有
の
な
い
社
会
で
は
、
人
生
の
サ
ク
セ
ス
は
何
で
は
・
か

れ
る
か
と
い
え
ば
、
　
一
つ
に
は
ポ
ス
ト
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
指
令
経
済
・
党
支
配
の
中
で
、
管
理
・
指
令
者
、
あ
る
い
は

党
の
官
僚
に
な
る
こ
と
は
人
生
の
サ
ク
セ
ス
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
威
信
も
高
く
、
し
か
も
旧
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
は
生
活

物
資
で
も
特
段
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
よ
う
だ
か
ら
、
物
的
に
も

恵
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
存
在
に
な
る
た
め
の
算
段
と

し
て
誰
に
も
開
か
れ
て
い
る
の
は
学
歴
で
あ
っ
た
。

　
肉
体
的
労
働
と
知
的
労
働
と
の
対
立
の
止
揚
を
世
界
観
と
能
力

の
形
成
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
労
働
教
育
や
総
合
技
術
教

育
は
、
そ
の
目
的
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
理
論
・
思

想
の
孕
む
問
題
も
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
そ

れ
ら
理
論
が
育
む
こ
と
と
な
る
能
力
を
、
社
会
・
経
済
シ
ス
テ
ム

が
求
め
ず
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
求
め
に
応
ず
る
よ
う
に
理
論
・
思

想
の
形
骸
化
と
読
み
替
え
が
教
育
改
革
ご
と
に
施
さ
れ
た
と
い
う

の
が
実
際
に
近
い
。
労
働
教
育
は
、
社
会
主
義
教
育
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
そ
の
思
想
の
原
意
を
棚
上

げ
に
し
つ
つ
、
人
び
と
の
統
合
化
を
支
え
、
経
済
発
展
に
み
あ
っ

た
人
材
養
成
策
の
正
当
化
の
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え

ぱ
高
等
教
育
進
学
者
を
減
ら
し
て
職
業
教
育
系
へ
の
進
学
者
を
増

や
す
政
策
と
し
て
、
さ
ら
に
は
社
会
に
不
可
欠
の
単
純
労
働
従
事
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者
の
動
機
づ
け
策
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
労

働
教
育
の
、
人
材
配
分
と
養
成
策
と
い
う
性
格
を
人
ぴ
と
に
読
み

取
ら
せ
、
職
業
教
育
系
学
校
へ
の
進
路
を
学
業
の
失
敗
の
帰
結
と

み
な
す
傾
向
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
。
労
働
教
育
は
将
来
就
く

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
職
業
の
訓
練
と
思
わ
れ
、
生
徒
の
学

習
は
動
機
づ
け
ら
れ
ず
、
労
働
に
た
い
す
る
尊
敬
と
意
欲
の
低
下

さ
え
招
い
た
。

　
経
済
的
格
差
が
縮
小
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
サ
ク
セ
ス
ヘ
の
競
争

は
、
一
つ
に
は
学
歴
に
求
め
ら
れ
た
。
生
活
が
平
準
化
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
全
員
参
加
の
学
歴
競
争
に
な
る
。
サ
ク
セ
ス
競
争
を
和

ら
げ
た
と
い
う
べ
き
か
、
公
正
さ
を
欠
い
た
と
い
う
べ
き
か
、
社

会
進
出
に
際
し
て
学
歴
を
も
っ
て
し
て
も
越
え
ら
れ
な
い
バ
ー
が

あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
党
派
性
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
党
派
性
を

根
源
と
す
る
人
脈
、
つ
ま
り
コ
ネ
で
あ
る
。
血
縁
や
地
縁
が
重
要

な
意
味
を
持
ち
続
け
た
。
階
級
と
階
層
の
差
の
縮
小
は
、
多
く
の

人
に
サ
ク
セ
ス
の
可
能
性
を
開
き
、
そ
れ
ゆ
え
同
時
に
コ
ネ
の
意

味
の
大
き
い
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
。

　
サ
ー
ビ
ス
労
働
と
精
神
労
働
に
従
事
す
る
高
学
歴
の
父
母
が
増

え
て
い
っ
た
。
か
れ
ら
の
生
き
残
り
は
自
己
の
創
造
性
や
個
性
の

存
分
な
発
揮
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
階
層
の
父
母
に

あ
っ
て
は
ひ
と
り
だ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
占
め
る
個
性
の
意
味
は
大

き
い
。
か
れ
ら
は
み
ん
な
に
同
じ
こ
と
を
教
え
る
体
制
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
伝
達
者
で
あ
る
教
師
の
実
践
に
不
満
を
覚
え
始
め
た
。

父
母
の
学
歴
の
向
上
も
教
師
の
権
威
の
相
対
化
を
促
し
た
か
も
し

れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
傾
向
を
加
速
し
た
の
は
、
新
し
い
事
態
、
つ
ま
り
学

歴
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
学
歴
を
積
ん
で
も
ノ
メ

ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
に
遮
ら
れ
頭
打
ち
の
人
生
を
余
儀
無
く
さ
れ
、

時
に
は
学
歴
に
ふ
さ
わ
し
い
ポ
ス
ト
に
さ
え
つ
け
な
い
と
い
う
事

態
が
、
党
と
の
距
離
の
大
き
い
知
識
人
層
に
被
害
者
意
識
を
増
幅

さ
せ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
新
中
問
層
や
知
識
人
層
の
賃
金
が
肉
体

労
働
者
に
比
べ
低
い
と
い
う
不
満
も
恒
常
化
し
て
い
た
。
コ
ネ
や

党
派
性
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
己
の
個
性
と
能
力
で
、
社
会
的
に

自
己
実
現
し
て
い
く
ー
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
子
ど

も
の
ひ
と
り
だ
ち
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
思
う
人
び

と
、
主
に
新
中
間
層
・
知
識
人
層
が
増
大
し
て
い
っ
た
。

　
す
べ
て
の
子
ど
も
・
青
年
に
、
同
一
の
知
識
を
、
満
遍
な
く
教

え
よ
う
と
す
る
学
校
と
教
師
に
満
足
で
き
な
い
人
ぴ
と
が
教
育
の

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
子
ど
も
の

人
格
と
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
自
分
で
考
え
を
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
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（39）教育改革にもう一つのロシァを読む

な
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
た
。
そ
の
限
り
で
は
、
革
命

直
後
の
教
育
思
想
と
共
鳴
し
つ
つ
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か

づ
た
、
学
力
の
効
率
的
習
得
の
促
進
も
強
く
希
望
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
人
ぴ
と
は
、
体
制
転
換
後
も
引
き
続
き
学
歴
を
ひ
と
り
だ

ち
の
有
効
な
手
立
て
を
考
え
、
教
育
熱
心
さ
を
発
揮
し
て
い
る
。

か
れ
ら
は
学
校
教
育
を
相
対
化
し
つ
つ
、
よ
り
よ
い
学
校
と
教
師

を
選
ぽ
う
と
必
死
で
あ
る
。
大
学
受
験
の
た
め
の
準
備
コ
ー
ス

（
大
学
に
開
設
さ
れ
る
コ
ー
ス
も
あ
る
）
や
各
種
学
校
（
塾
）
は

高
額
だ
が
、
そ
れ
ら
を
よ
り
よ
い
ひ
と
り
だ
ち
の
重
要
な
算
段
と

考
え
る
父
母
は
費
用
の
工
面
に
努
め
て
い
る
。
新
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト

ゥ
ー
ラ
も
学
歴
を
使
っ
て
、
階
層
と
ポ
ス
ト
の
再
生
産
を
は
か
っ

て
い
る
。
か
れ
ら
の
豊
か
な
経
済
力
は
、
学
校
の
選
択
に
有
利
に

機
能
し
て
い
る
。

　
体
制
転
換
直
後
、
市
場
経
済
化
の
中
で
一
時
期
、
青
年
の
学
歴

ば
な
れ
が
起
こ
り
、
大
学
進
学
者
が
減
少
し
た
。
学
歴
重
視
の
父

母
の
ひ
と
り
だ
ち
の
構
想
を
子
ど
も
た
ち
が
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

金
が
す
べ
て
の
世
の
中
に
学
歴
は
い
ら
な
い
。
青
年
の
間
で
一
獲

千
金
の
夢
が
短
期
間
膨
ら
ん
だ
。
し
か
し
、
現
在
は
学
歴
要
求
が

回
復
し
て
い
る
。
い
や
、
学
歴
へ
の
執
着
は
増
大
し
た
と
も
い
え

る
。
経
済
的
な
意
味
で
の
サ
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
専
門
、
た
と

え
ぱ
、
経
済
学
や
法
学
が
若
者
に
人
気
の
専
攻
で
あ
る
。

　
熟
練
労
働
者
は
正
規
就
業
者
の
賃
金
の
一
・
五
倍
、
専
門
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

賃
金
は
主
な
職
場
の
賃
金
の
六
倍
も
高
い
。
自
由
な
労
働
市
場
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

労
働
力
の
質
と
熟
練
の
向
上
を
確
実
に
刺
激
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
父
母
や
青
年
の
よ
り
よ
い
ひ
と
り
だ
ち
の
戦
略
に
も
す
ぱ

や
く
反
映
し
、
高
等
職
業
教
育
機
関
の
人
気
が
増
大
し
た
。
表
2

　
　
　
　
　
（
π
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
体
制
転
換
後
の
社
会
で
は
、
企
業
活
動
で
の

創
造
的
活
動
の
可
能
性
が
拡
大
し
、
新
中
間
層
が
社
会
的
な
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
向
上
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
も
増
大
し
た
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
支

え
た
層
は
、
こ
の
意
味
で
は
新
し
い
社
会
を
肯
定
的
に
評
価
し
、

よ
り
よ
い
社
会
的
自
己
実
現
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
み
う
る
よ
う
な

ひ
と
り
だ
ち
の
算
段
を
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
懸
命
で
あ
る
。

　
新
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
も
、
か
れ
ら
と
競
う
新
中
間
層
・
知

識
人
層
も
、
地
位
の
向
上
や
階
層
の
再
生
産
を
、
子
ど
も
の
ひ
と

り
だ
ち
と
考
え
、
そ
の
算
段
と
し
て
学
歴
を
選
ぷ
。
ひ
と
り
だ
ち

に
公
教
育
シ
ス
テ
ム
を
役
立
た
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
コ
ネ
が
依
然
と
し
て
も
の
を
言
う
社
会
で
で
き
る
だ
け
有
利

に
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
に
、
リ
ツ
ェ
イ
や
ギ
ム
ナ
ジ
ア
に
子
ど

も
を
通
わ
せ
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
選
択
で
あ
る
。
身
分
制
社
会

の
時
代
に
工
り
ー
ト
養
成
機
関
で
あ
り
、
権
威
や
優
秀
さ
の
証
拠
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表2高等・中等専門教育施設の入学者及び卒業者数（千人）

710

660

610

560

510

460

410

360

大学　　　775
　　　　　　　　　　　　　725

　　　　　　　　　　　　　675

　　　　　　　　　　　　　625

　　　　　　　　　　　　　575

　　　　　　　　　　　　　525

　　　　　　　　　　　　　475

19901991　1992　1993

425

中等専Fr学校

199419951996　　　19901991 19921993199419951996

一□一卒業者士入学者

と
し
て
の
教
養
を
付
与
し
て
く
れ
た
学
校
に
子
ど
も
を
学
ば
せ
、

よ
り
よ
い
ひ
と
り
だ
ち
を
演
出
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
リ
ツ

ェ
イ
な
ど
が
私
立
で
は
な
く
お
金
が
か
か
ら
な
い
こ
と
も
、
リ
ツ

ェ
。
イ
や
ギ
ム
ナ
ジ
ア
が
以
前
か
ら
の
優
秀
校
で
自
己
の
イ
メ
ー

ジ
・
ア
ッ
プ
の
た
め
に
名
称
を
変
更
し
た
学
校
で
あ
る
場
合
が
多

い
こ
と
も
、
し
た
が
っ
て
優
秀
な
教
師
が
大
学
や
研
究
機
関
と
連

携
し
て
、
個
性
や
学
力
の
効
率
的
発
達
を
進
め
る
教
育
実
践
に
努

め
て
い
る
こ
と
も
、
リ
ツ
ェ
イ
や
ギ
ム
ナ
ジ
ア
の
大
き
な
魅
力
と

な
っ
て
い
る
。

　
階
層
化
す
る
社
会
に
好
位
置
を
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
子
ど
も
の
ひ
と
り
だ
ち
の
た
め
に
親
の
取
り
う
る
よ
り
よ
い
算

段
と
す
る
父
母
が
多
い
。
他
方
に
は
、
教
育
費
が
切
り
詰
め
ら
れ
、

設
備
な
ど
の
改
善
も
遅
れ
る
公
立
の
ふ
つ
う
の
学
校
に
し
か
子
ど

も
を
通
わ
せ
ら
れ
な
い
親
た
ち
も
い
る
。
教
師
の
賃
金
の
相
対
的

低
下
で
十
分
な
教
員
の
充
足
も
で
き
な
い
状
況
が
持
続
し
て
い
る

の
で
、
ふ
つ
う
の
学
校
教
育
の
質
は
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
。
社

会
主
義
教
育
シ
ス
テ
ム
は
国
際
比
較
上
相
対
的
に
高
い
位
置
で
の

学
力
の
平
準
化
を
達
成
し
た
が
、
そ
れ
が
く
ず
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
子
ど
も
の
サ
ク
セ
ス
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
日
々
の
生
活

に
追
わ
れ
る
父
母
も
い
る
。
八
○
年
代
半
ぱ
ま
で
の
生
活
に
戻
り
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（
m
）

た
い
と
す
る
5
9
∫
6
4
％
の
人
び
と
は
恐
ら
く
教
育
政
策
と
教
育
現

実
に
満
足
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
九
五
年
に
、
一
五
、
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
）

O
○
人
の
成
人
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
意
識
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
ロ
シ
ア
で
は
よ
り
よ
い
質
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
容
易
に
な

っ
た
と
患
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
困
難
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す

か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
困
難
に
な
っ
た
…
7
1
％
、

容
易
に
な
っ
た
－
1
1
％
、
何
も
変
わ
ら
な
い
…
1
1
％
、
答
え
ら
れ

な
い
…
8
％
で
あ
っ
た
。
現
在
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
研
究
者
は
、

「
社
会
的
差
巽
化
を
は
ら
む
教
育
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
生
徒
の
問

　
　
　
　
　
　
（
刎
）

で
の
差
異
化
の
進
行
」
と
特
徴
づ
け
た
。
多
様
に
サ
ク
セ
ス
す
る

人
ぴ
と
と
無
視
さ
れ
る
人
び
と
の
両
方
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
五
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
　
　
　
　
非
ロ
シ
ア
人
の
〈
ひ
と
り
だ
ち
〉

　
旧
ソ
連
は
、
一
方
で
は
父
母
に
よ
る
教
授
用
言
語
の
選
択
制
を

ひ
き
、
二
言
語
政
策
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
学
術
文
献
が
ロ
シ
ア

語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
や
、
学
位
論
文
の
ロ
シ
ア

語
に
よ
る
執
筆
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
高
等
教
育
へ
の
進
学
を
視
野

に
い
れ
る
父
母
の
選
択
は
ほ
ぽ
決
ま
っ
て
い
た
。

　
ロ
シ
ア
革
命
時
に
掲
げ
た
民
族
の
宥
和
政
策
は
、
民
族
学
校
の

開
設
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
て
き
た
。
多
民
族
性
を
階
級
性
で

乗
り
越
え
る
と
い
う
発
想
は
、
民
族
学
校
の
開
設
と
い
う
近
代
国

家
と
し
て
は
大
胆
な
策
に
踏
み
切
ら
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
教

授
用
言
語
の
選
択
制
は
、
ロ
シ
ア
語
を
普
及
さ
せ
、
同
時
に
ロ
シ

ア
語
を
母
語
に
し
な
い
非
ロ
シ
ア
人
を
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
し
た
。

表
3
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
う
し
た
事
態
は
民
族
の
軋
礫
を
弱
め

る
よ
う
に
作
用
し
た
。

　
同
時
に
、
民
族
エ
リ
ー
ト
の
養
成
に
も
力
が
注
が
れ
た
。
非
ロ

シ
ア
人
地
域
か
ら
、
優
秀
な
青
年
を
モ
ス
ク
ワ
な
ど
の
大
学
に
優

先
的
に
入
学
さ
せ
、
ロ
シ
ア
語
の
学
習
を
保
障
し
た
上
で
、
專
門

を
学
ば
せ
た
。
か
れ
ら
は
ロ
シ
ア
語
の
で
き
る
体
制
に
友
好
的
な

エ
リ
ー
ト
と
し
て
党
と
国
家
の
政
策
の
遂
行
に
貢
献
し
た
。
し
か

し
、
学
歴
が
全
般
的
に
向
上
す
る
に
し
た
が
い
、
民
族
エ
リ
ー
ト

は
、
派
遣
さ
れ
て
く
る
ロ
シ
ア
人
エ
リ
ー
ト
と
競
争
関
係
と
な
り
、

不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
、
思
う
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
付
け
な
い
こ

と
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
民
族
エ
リ
ー
ト
に
代
表

さ
れ
る
知
識
人
の
ひ
と
り
だ
ち
の
過
程
は
ロ
シ
ア
語
化
・
ロ
シ
ア

化
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
人
ほ
ど
、
民
族
差
別
を
感
じ

た
と
き
、
民
族
文
化
と
母
語
に
支
え
ら
れ
る
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
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簑3非ロシァ人の目シァ語習得者（％）
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A
F
I
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~
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,
1
 

CCCP PC~)cP CccP PCc)CP CCCP PC()CP 

1939 9.9 

1959 l0.8 23.9 

1970 l I .6 24.2 37.1 53.9 48.7 78.l 

1979 13.1 26.5 49.1 58.6 62.2 85.1 

1989 13.3 27.6 48.9 60.4 62.2 88.0 

M. H. Ky8bMHH. A. A. 

nalJ:PloHaJlbHo~ wl(oJlhl : 

1994, C. 22. 

Cyoor(oJloB, B. K. BalJ:hlH. M. B. EnJ:Htl. KoHU:enl~nsl 

l~eJw H nprlopldl~rhl co,Iepo!(aHH51 06pa30BaHHH, M., 

テ
ィ
の
重
要
さ
を

認
識
し
、
そ
れ
を

支
え
に
民
族
運
動

の
担
い
手
に
な
っ

て
い
う
た
。

　
ポ
ス
ト
争
い
で

不
利
で
あ
ウ
た
の

は
学
歴
の
差
に
も

よ
る
。
流
入
し
た

ロ
シ
ア
人
の
方
が

全
体
的
に
学
歴
が

古
同
い
の
で
、
ポ
ス

ト
争
い
は
非
ロ
シ

ア
人
に
不
利
で
あ

っ
た
。
経
済
・
文

化
の
発
展
し
た
バ

ル
上
二
国
で
も
例

に
も
れ
ず
、
た
と

え
ぱ
、
リ
ト
ワ
ニ

ア
の
場
合
、
ロ
シ

ア
人
の
学
歴
は
テ
フ
ニ
ク
ム
以
上
が
5
9
％
、
高
等
教
育
修
了
者
が

2
3
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
人
の
学
歴
は
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
（
鯛
）

れ
4
4
％
、
1
5
％
で
あ
る
。
旧
ソ
連
時
代
、
非
ロ
シ
ア
人
は
多
か
れ

少
な
か
れ
苦
い
思
い
を
し
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
民
族
学
校
も
非
ロ
シ
ア
人
の
不
満
を
弱
め
る
働
き
を

し
た
。
同
時
に
父
母
の
選
択
に
よ
っ
て
、
民
族
学
校
も
ロ
シ
ア
語

化
が
進
ん
だ
。
母
語
で
教
授
さ
れ
、
ロ
シ
ア
語
を
学
べ
る
学
校
か

ら
、
ロ
シ
ア
語
で
教
授
さ
れ
、
母
語
を
学
べ
る
学
校
に
変
容
し
て

き
て
い
る
。
こ
こ
で
も
子
ど
も
の
ひ
と
り
だ
ち
の
算
段
を
め
ぐ
る

父
母
の
苦
慮
と
決
断
が
読
み
取
れ
る
。
、

　
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
て
も
、
ロ
シ
ア
連
邦
は
多
民
族
国
家
だ
か
ら
、

連
邦
の
新
教
育
法
も
、
多
民
族
国
家
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い

て
、
た
と
え
ば
「
…
…
民
族
文
化
と
地
域
的
・
文
化
的
伝
統
を
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

育
の
制
度
に
よ
っ
て
守
る
」
（
第
－
章
第
一
条
）
と
塑
言
し
、
民

族
へ
の
配
慮
を
表
明
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
大
国
崩
壊
に
よ
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
経
験
し
て
い
る
ロ
シ
ア
人
の
中
に
は
、

以
前
よ
り
も
は
る
か
に
つ
よ
い
民
族
意
識
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
る

の
も
事
実
だ
。
大
ロ
シ
ア
主
義
で
あ
る
。
復
活
し
た
ロ
シ
ア
正
教

が
人
び
と
の
関
心
を
引
き
付
け
、
大
ロ
シ
ア
主
義
を
支
え
て
い
る
。

有
名
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
児
董
文
学
者
A
・
ア
レ
ー
ク
シ
ン
が
イ
エ
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（43）教育改革にもう丁つのロシァを読む

ラ
エ
ル
に
移
住
し
て
し
ま
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
民
族
問
の

関
係
の
変
化
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
マ
フ
ィ
ア
が
非
ロ
シ
ア
人

に
多
い
と
い
う
風
評
は
、
商
売
上
手
の
カ
フ
カ
ス
出
身
の
人
び
と

へ
の
ロ
シ
ア
人
の
ま
な
ざ
し
を
い
っ
そ
う
き
つ
い
も
の
に
し
て
い

る
。　

モ
ス
ク
ワ
に
生
き
る
非
ロ
シ
ア
人
の
中
に
は
、
ロ
シ
ア
文
化
と

自
民
族
文
化
を
自
分
な
り
に
ブ
レ
ン
ド
し
、
独
特
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
築
い
て
い
る
人
び
と
が
い
る
。
か
れ
ら
は
生
き
方
の
自

己
決
定
と
自
己
の
社
会
的
実
現
を
個
性
的
に
組
み
立
て
る
人
び
と

で
あ
る
。
出
身
地
域
と
の
関
係
も
保
ち
つ
つ
、
そ
こ
に
吸
引
さ
れ

も
せ
ず
、
様
々
な
民
族
と
文
化
が
そ
れ
な
り
に
並
存
す
る
空
間
で
、

他
民
族
・
他
文
化
と
の
抗
争
の
た
め
の
力
を
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
も
と
め
る
こ
と
も
な
く
、
か
れ
ら
と
折
り
合
い
を
つ
け
つ

つ
独
自
の
自
己
を
形
成
し
て
生
き
て
き
た
。
い
わ
ば
、
地
球
市
民

的
生
き
方
を
す
る
人
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
ぴ
と
の
ひ
と
り
だ
ち

を
、
教
育
シ
ス
テ
ム
と
社
会
が
許
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
ロ
シ
ア
人
の
方
に
民
族
意
識
が
高
揚
し
て
い
る
い
ま
、
多
文

化
的
空
気
は
少
し
づ
つ
緊
張
を
孕
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
民
主
国
家
ロ
シ
ア
の
誕
生
は
、
独

立
し
た
か
つ
て
の
連
邦
構
成
共
和
国
つ
ま
り
非
ロ
シ
ア
人
地
域
に

民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
を
つ
く
り
出
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
旧
ソ
連
邦
か
ら
の
難
民
の
流
入
に
よ
る
新
し

い
民
族
問
題
の
増
大
を
危
倶
す
る
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
距

離
的
に
近
い
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
の
人
び
と
は
私
た
ち
よ
り
は
こ
う

し
た
民
族
問
題
に
は
る
か
に
鋭
敏
で
あ
っ
た
。
大
ロ
シ
ア
主
義
が

は
び
こ
れ
ば
、
領
土
を
も
た
な
い
非
ロ
シ
ア
人
は
旧
ソ
連
邦
の
外

に
移
動
し
か
ね
な
い
し
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
苦
し
む

ロ
シ
ア
人
も
同
様
の
移
動
を
は
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
経
済
的
困

窮
も
こ
う
し
た
移
動
に
踏
み
切
ら
せ
る
要
因
で
あ
る
。
む
ち
ろ
ん

日
本
で
も
外
交
の
専
門
家
は
こ
の
点
を
把
握
し
て
い
た
。

　
か
つ
て
の
構
成
共
和
国
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
た
ロ
シ
ア
人

は
、
言
語
の
上
で
苦
し
い
立
場
に
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
は
非
ロ
シ
ア

人
よ
り
も
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
少
な
い
の
で
、
社
会
で
使
わ
れ
る
言

語
が
民
族
語
、
つ
ま
り
地
域
の
マ
ジ
目
リ
テ
ィ
の
言
語
に
な
る
と
、

す
ぐ
さ
ま
生
活
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
（
茄
）

表
4
は
リ
ト
ワ
ニ
ア
の
場
合
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
の
ひ
と
り
だ
ち

に
非
ロ
シ
ア
語
の
習
得
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
い
え
る
こ
と
は
、
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
い
わ
れ
の
な
い

偏
見
と
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
旧

構
成
共
和
国
の
ロ
シ
ア
人
の
場
合
も
、
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
非
ロ
シ
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4嚢

リトワニアにおける言語習得の状況　（％）

リトワニア人 家庭での言語がリトワニァ語 97％

ロシア人 家庭での言語がリトワニァ語 3

ロシァ人の母語 回シア語 76

ウクライナ語 11

ベラルシア語 6
ポーランド語 2

リトワニア人 ロシァ語とリトワニァ語を習得している 88

ロシア人 リトワニァ語も習得している 77

ア
人
の
場
合
も
当
て

は
ま
る
。
た
と
え
ぱ
、

リ
ト
ワ
ニ
ア
の
意
識

調
査
な
ど
を
み
る
限

り
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
在

住
の
ロ
シ
ア
人
と
リ

ト
ワ
ニ
ア
人
の
回
答

に
差
異
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
ロ
シ

ア
人
も
リ
ト
ワ
ニ
ア

の
ロ
シ
ア
か
ら
の
分

離
と
ソ
連
邦
の
崩
壊

と
を
受
け
入
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
ロ
シ

ア
に
戻
る
と
い
う
選

択
を
と
ら
な
か
っ
た

人
び
と
だ
。
し
か
し
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
は
強
大
な
ロ
シ
ア
に
脅
威
を

感
じ
て
い
る
。
リ
ト
ワ
ニ
ア
人
の
ロ
シ
ア
ヘ
の
恐
れ
が
、
ロ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

人
へ
の
か
れ
ら
の
不
安
を
か
き
た
て
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
、
確
・
か
な
証
拠
の
な
い
不
安
や
恐
れ
が
、
人
び
と
の

行
動
や
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
方
向
づ
け
て
い
ぐ
。
そ
の
意
味
で
、

ロ
シ
ア
連
邦
と
旧
構
成
共
和
国
で
、
ロ
シ
ア
人
と
非
ロ
シ
ア
人
と

の
対
等
の
関
係
を
前
提
に
す
る
翼
文
化
間
教
育
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

不
安
を
読
み
解
き
、
共
生
へ
の
道
を
共
に
模
索
す
る
過
程
が
重
要

だ
。
そ
の
際
、
前
述
し
た
地
球
市
民
的
な
存
在
に
注
目
し
た
い
。

彼
あ
る
い
は
彼
女
の
ひ
と
り
だ
ち
の
過
程
を
ラ
イ
フ
ヒ
ソ
ト
リ
ー

の
聞
き
取
り
と
い
う
形
で
再
現
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
異
文
化
を
生

き
る
こ
と
の
意
味
、
異
文
化
間
教
育
へ
の
示
唆
を
読
み
取
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

（
1
）
　
関
啓
子
「
教
育
思
想
史
研
究
の
可
能
性
」
『
一
橋
論
叢
』
一
九

　
九
五
年
、
第
二
四
巻
第
二
号
、
同
「
教
育
改
革
の
恩
想
史
的
研
究

　
の
試
み
」
『
理
想
』
一
九
九
六
年
、
第
六
五
八
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
E
・
H
・
エ
リ
ク
ソ
ン
『
幼
児
期
と
社
会
1
』
（
仁
科
弥
生
訳
）

　
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
（
第
二
刷
）
三
四
三
頁
。

（
3
）
　
B
・
パ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
『
教
育
伝
達
の
社
会
学
』
（
萩
原
元
昭

編
訳
、
明
治
図
書
、
九
四
－
九
五
頁
）
を
参
照
。

（
4
）
　
注
（
1
）
の
拙
稿
の
ほ
か
に
、
関
啓
子
「
旧
ソ
連
と
ロ
シ
ア
の

教
育
改
革
」
（
日
本
教
育
政
策
学
編
『
転
換
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育

改
革
を
問
う
』
八
千
代
出
版
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。

（
5
）
　
澤
野
由
紀
子
・
柴
田
義
松
「
新
生
ロ
シ
ア
の
教
育
改
革
と
教
育

課
程
」
『
世
界
の
教
育
課
程
改
革
』
民
主
教
育
研
究
所
、
一
九
九
六
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（45）教育改革にもう一つのロシアを読む

　
年
、
二
一
六
頁
。

（
6
）
　
前
注
（
5
）
の
目
シ
ア
連
邦
教
育
省
中
等
普
通
教
育
局
の
デ
ー

　
タ
と
○
o
坦
E
§
茎
o
・
o
宍
茎
o
ミ
直
§
ミ
富
茗
竃
o
塞
窒
畠
軸
、
s
§
ぶ
峯
二

　
ε
⑩
9
0
二
竃
．
の
デ
ー
タ
か
ら
算
出
。

（
7
）
熊
谷
真
子
氏
（
文
部
省
大
臣
官
房
調
査
統
計
企
画
課
専
門
職

　
員
）
の
収
集
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
。

（
8
）
9
§
§
婁
o
－
実
妻
婁
ミ
雨
棄
竃
§
き
ミ
婁
罵
ま
S
§
き
’

　
－
竃
9
0
L
竃
．

（
9
）
　
前
書
の
一
九
六
頁
を
参
照
。

（
1
0
）
　
ω
冑
』
畠
臭
窒
↓
』
1
志
き
需
再
二
谷
8
…
毫
窒
妄
8
〔
〔
姜
冥
婁

　
o
α
丘
而
〔
畠
ρ
o
“
長
s
ミ
s
富
実
o
主
o
ミ
富
§
一
老
o
し
竃
9
0
－
㎝
．

（
1
1
）
↓
訂
～
昌
身
，
－
目
葛
ま
一
宛
巨
邑
軸
（
向
婁
＆
耳
一
〕
彗
己

　
ピ
ー
肉
昌
竃
－
）
二
竃
9
d
目
～
o
『
閉
一
q
o
＝
；
昌
庁
？
而
窒
o
－
M
0
。
㊤
1

（
1
2
）
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
『
美
女
・
悪
女
・
聖
母
」
（
秋

山
洋
子
訳
、
群
像
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
1
3
）
　
モ
ー
シ
ェ
・
レ
ヴ
ィ
ン
『
歴
史
と
し
て
ゴ
ル
バ
チ
ヨ
フ
』
（
荒

　
田
洋
訳
）
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
七
一
頁
。

（
1
4
）
　
マ
イ
ケ
ル
・
W
・
ア
ッ
プ
ル
『
学
校
幻
想
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

　
（
門
倉
正
美
・
宮
崎
充
保
・
植
村
高
久
）
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー

　
ル
出
版
部
、
一
九
八
六
年
、
九
頁
。

（
1
5
）
（
1
6
）
ω
冑
』
彗
冥
窒
↓
－
戸
Q
S
鳶
o
ミ
S
富
実
呈
§
宮
§
：
凄
9

　
δ
㊤
9
0
一
〇
〇
．

（
1
7
）
　
O
o
ミ
§
茎
o
－
実
o
彗
ミ
ミ
S
§
雨
§
き
ミ
§
§
、
o
S
§
一
〇
．

　
；
㎝
．

（
1
8
）
　
ω
馨
』
竃
臭
窒
↓
1
＝
．
O
貴
S
§
冒
睾
婁
§
§
P
老
㊤
二
8
9

　
ρ
＝
．

（
1
9
）
　
↓
窒
美
9
0
．
o
．

（
2
0
）
　
～
戻
畠
…
　
声
　
＝
．
豪
葦
毒
麦
o
　
昌
長
彗
呈
昌
　
o
o
…

　
o
α
ε
g
8
富
冨
胃
雲
；
婁
ε
尻
o
…
団
i
o
〔
〔
葦
○
§
s
き
豊
占
零
§
民

　
§
§
＆
塞
§
§
一
乞
；
し
o
塞
一
ρ
；

（
2
1
）
　
、
一
、
窒
美
9
0
．
一
①
－

（
2
2
）
　
関
啓
子
「
教
育
改
革
と
発
達
文
化
」
（
『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア

　
経
済
調
査
資
料
」
一
九
九
七
年
、
一
月
号
、
第
七
七
六
号
）
を
参
照

　
さ
れ
た
い
。

（
2
3
）
天
畠
要
↓
．
～
〔
臭
喬
　
団
…
畠
而
一
き
思
§
ミ
§
§
奏
§

　
9
§
き
ミ
舳
き
ミ
o
葦
ミ
§
富
奏
8
一
孝
M
し
8
〉
ρ
畠
．

（
2
4
）
　
川
野
辺
敏
監
修
、
関
啓
子
・
澤
野
由
紀
子
編
『
資
料
　
ロ
シ
ァ

　
の
教
育
・
課
題
と
展
望
」
新
読
書
社
、
一
九
九
五
年
、
四
七
六
頁
。

（
2
5
）
ス
畠
貝
↓
．
§
息
§
き
ミ
o
姜
§
ぎ
』
ミ
嚢
葦
ミ
o
彗
ミ
§
畠
・

　
き
§
孝
M
二
8
〉
O
．
畠
。
（
所
収
の
デ
ー
タ
か
ら
作
表
）
。

（
2
6
）
　
前
書
を
参
考
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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