
第
日
回
国
際
学
生
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
講
義

中
国
の

現

代
化
と
ア
ジ
ア
の

国
際
環
境

一似
京
外
国
語
大
併

中

嶋

嶺

ω） 

タ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト

認ム
ベ
キ
証
鎚
十
分
ナ
ラズ」

と
し
て
全
被
告
K
免
訴
を
申
し
渡
し
た
と
い
う

や
り
方
も
又
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い 。

従っ
て
関
妃
事
件
に
関
す
る
限
り 、
日
本
の
非

も
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
が 、
そ
の
前
に
主

た
る
原
因
が
弱
国
朝
廷
の
素
乱 、
関
妃
の
誠
意

ア
ジ
ア・
太
平
洋
地
織
に
移
る

な
き
外
交
に
あっ
た
乙
と
も
誤
り
な
い
事
実
で

世
界
の
中
心

あ
ろ
う 。
乙
う
い
う
点
を
と
乙
と
ん
っ
き
詰
め

現
在 、
わ
が
国
の
G
N
P
は
世
界
全
体
の一

て
の
話
し
合
い
乙
そ
が
臼
斡
の
在
るべ
き
姿
で
二
Mm
近
く
を
占
め
て
い
る
が 、
今
後
乙
の
比
率

は
な
い
だ
ろ
う
か 。

が一
五
銘
ぐ
ら
い
に
上
昇
す
る
だ
ろ
う
と
い
う

ア
ジ
ア
に
於
け
る
日
本
の
立
綴
は 、
思
想
的
想
定
も
あ
る 。

花 、
軍
事
的
に 、
政
治
的
に
ア
ジ
ア
の
諸
国
の

従
来 、
世
界
経
済
の
中
心
は
欧
米
諸
国に
あ

上
に
立っ
て
指
導
的
K
振
舞
う
立
場
に
は
な
い 。
っ
た
わ
け
だ
が 、
そ
れ
は
今
や
ア
ジ
ア・
太
平

ア
ジ
ア
の
た
め
に
経
済
的
に
相
互
発
展
を
す
る
洋
地
織 、
そ
れ
も
西
太
平
洋
地
紙（
巧印刷Z
3

た
め
に 、
技
術
的
に
教
え
るべ
き
は
教
え 、
よ

E2bn
見
高
52）
に
移
行
し
て
き
て
い
る 。

り
よ
き
完
成口叩
の
輸
出
の
た
め
に
協
力
し 、
ア
商
太
平
洋
地
域
の
中
に
は
日
本
を
は
じ
め 、
台

ジ
ア
諸
国
の
経
済
的
発
展
の
上
に
日
本
も
又
発

湾 、
斡
園 、
香
港 、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
と
いっ
た

展
す
る
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
ま
い 。
そ
い
わ
ゆ
る
新
興
工
業
国
（
N
I
C
S）
諸
国
が

の
た
め
に
は
相
互
信
頼
が
不
可
欠
で
あ
る 。
宗
存
在
し
て
お
り 、
日
本
と
N
I
C
S
全
体
を一

教
は
異つ
で
も 、
共
に
信
仰
を
持
ち 、
不
道
徳
つ
の
枠
で
囲
む
と 、
世
界
経
済
の
重
心
が一
庖

を
由民
し
倫
狸
的
に 、
相
手
を
裏
切
る
こ
と
の
な
ア
ジ
ア 、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
に
移
行
し
つ
つ
あ

い
心
と
心
の
つ
き
合
い
を
可
能
と
す
る
よ
う
努
る
ζ
と
が
わ
か
る 。

カ
す
る
ζ
と
で
あ
ろ
う 。

そ
の
た
め 、
わ
が
国
は
今
後
さ
ら
に
「
国
際

イ
ン
ド

の
詩
型
タ
ゴ
1

ル
翁
が
来
日
し
た
時 、
化」
と
い
う
外
圧
に
8
ら
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ

B
本
人
の
倫
理
性 、
親
切
さ 、
礼
儀
の
正
し
さ
う 。
最
近
の
円
高
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に 、

に
感
激
し
て

乙
の
外
圧
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
だ
ろ
う
が 、

「
ζ
の
国
民
の
あ
る
限
り 、
そ
の
国
民
の
心
そ
れ
は 、
あ
る
意
味
で
は
日
本
の
在
り
方
そ
の

の
あ
る
限
り
速
か
ら
ず
日
本
は
世
界
の一
等
も
の
が
見
直
さ
れ
て
き
た
結
果
と
い
え
る
の
で

国
に
な
る
で
あ
ろ
う」

は
な
か
ろ
う
か 。

と 、
語っ
た
あ
の
頃
の
日
本
人
の
心
を
も
う一

モ
デ
ル
に
な
る
日
本
の
近
代
化

度
日
本
人
の
心
に
戻
し 、
ζ
の
心
を
もっ
て
ア

七
0
年
代
に
臼
本
が
ア
ジ
ア
κ
進
出
し
て
行

ジ
ア
諸
国
の
国
民
と
侵
すべ
き
で
あ
ろ
う 。
今
っ
た
時
は 、
日
本
に
対
す
る
信
頼
感
は
依
然
と

は
ア
ジ
ア
の
諸
国
も 、
日
本
も
心
の
病
ん
で
い
し
て
薄
く 、
ま
だ
禽
威
感
の
ほ
う
が
強
かっ
た。

る
時
代
で
あ
る 。
病
ん
だ
心
か
ら
は
世
界
に
冠

と
ζ
ろ
が
最
近 、
一
部
に
教
科
密
問
題
な
ど

た
る
ア
ジ
ア
は
生
れ
ま
い 。

で
日
本
の
右
傾
化 、
寧
国
化
を
批
判
す
る
向
き

も
あ
る
が 、
全
体
的
に
見
る
と
日
本
に
よ
る
ア

ジ
アへ
の
軍
事
的
制
圧
の
可
能
性
を
考
え
る
よ

第32号願同昭和61年9月10日発行

雄

う
な
人
は 、
ど
く
少
な
く
なっ
て
い
る 。
日
本

は
経
済
大
国
と
し
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
行
き 、

ア
ジ
ア
諸
国
も
日
本
を
見
習っ
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い 、
「
日
本
に
追
い
つ
け」
と
い
うと
と

が
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
なっ
て
き
て
い
る 。
シ
ン
ガ

ポ
ー

ル
の
よ
う
に 、
も
と
も
と
反
日
感
情
が
強

かっ
た
函
で
も
「
日
本
の
経
済に
学べ」
と
い

うス
ロ
ー

ガ
ン
が 、
リ
1・

ク
ア
ン
ユ
l

首
相

に
よっ
て
提
起
さ
れ
た 。

ま
た 、
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
「ル
ッ

ク・
イ
ー

ス
ト」（

東
方
を
見
習
え）
と
い
う
政
策
が
打
ち

出
さ
れ
た 。
中
国
の
現
代
化
に
お
い
て
も
日
本

が一
つ
の
お
手
本
K
な
り 、
台
湾
や
将
園
は
日

本
K
キ
ャ
ッ

チ・
ア
ッ

プ
し
よ
う
と
必
死
に
な

っ
て
経
済
成
長
を
続
げ 、
同
時
κ
経
済
構
造
の

転換
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る 。

明
治
維
新
以
来 、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
中
で
近

代
化 、
工
業
化
し
た
唯一
の
例
外
で
あっ
た 。

と
こ
ろ
が 、
今
や
臼
本
は
例
外
と
し
て
で
は
な

く 、
ま
さ
に
モ
デル
に
さ
れ
る
時
代
と
なっ
て

い
る 。
日
本
の
経
済
的
地
位
の一
一胞
の
上
昇 、

ま
た
そ
の
近
代
化
の
プロ
セ
ス
が
モ
デル
と
さ

れ
る
よ
う
な
時
代
が
到
来
し
た 、
と
い
う
こ
つ

の
大
き
な
要
因
を
考
え
る
と
き 、
日
本
は
今
後

の
在
るべ
き
姿
を
改
め
て
問
い
直
し 、
国
際
社

会
κ
全
面
的
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

rh
、。
SEh－
－bw
 

そ
の
場
合
に
ま
ず言
え
る
乙
と
は 、
第
二
次

大
戦
後
の
日
本
の
選
択
｜l

平
和
憲
法
路
線
K

象徴
さ
れ
る
軽
武
装・
経
済
立
国
と
い
う
国
家

自
僚
が 、
今
日
に
至っ
て
大
き
なコ
ン
セ
ン
サ

ス
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ζ

と
で
あ
る 。
基
本
的
K
乙
う
し
た
経
済
国
家
路

線
が
戦
後
日
本
の
大
き
な
選
択
で
あっ
た 。
今

後
も
乙
の
路
線
を
基
本
的
に
踏
倒置
し
て
ゆ
くべ

き
で
あ
る 。

ζ
れ
か
ら
の
国
際
社
会
は
軍
事
だ
り
で
は
動

か
な
い
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
乙
と
で
あ
る 。

や
は
り
経
済
お
よ
び
社
会
の
内
部
的
充
実 、
あ

る
い
は
活
力
と
いっ
た
も
の
が
大
き
な
決
め
手

と
な
る
時
代
に
な
りつ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
ぬ

そ
う
考
え
る
と 、
日
本
が
ζ
れ
だ
け
う
ま
く

いっ
て
い
る
の
は 、
仮
に
防
衛
白一
%
が一
・

二
形 、
一
・

五
Mm
に
なっ
た
に
せ
よ 、
軍
事
践

に
は
そ
れ
だ
け
し
か
か
け
て
い
な
い
と
い
うζ

と
に
な
る 。
ζ
れ
は
日
本
に
とっ
て
大
変
な
存

在
震
由
な
の
で
あ
り 、
一
方
で
国
際
社
会
の
寄

与
を
行
い
な
が
ら 、
他
方
で
は
思
い
切っ
た
軍

事
費
削
減
の
縫
案
を
米
ソ
両
国
に
主
張
し

得
る

と
い
う
板
拠
が
日
本
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か 。

そ
の
た
め
に
は 、
近
代
化 、
工
業
化
の
モ
デ

ル
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
て 、
今
後
の
生
存
の

戦
略
と
し
て
も 、
国
際
社
会
全
体
が
そ
ち
ら
の

方
向に
行
く
よ
う
に 、
日
本
は
自
己
主
張
を
し

て
行
くべ
き
で
あ
る 。

発
展
す
る
歯車
ア
ジ
ア
諸
国
と

中
国
の
現
代
化

さ
て 、
乙
の
よ
う
な
状
況
の
中
で 、
今
後
の

日
本
の
国
際
環
境
を
展
望
し
て
み
た
い 。

現
在 、
日
本
の
国
民一
人
当
た
り
の
G
N
P

は一
万
ド

ル
前
後
で
あ
る
が 、
今
世
紀
末
ま
で

に 、
乙
れ
が
大
体
二
万
ド

ル
程
度に
途
す
る
だ

ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る 。
そ
う
す
る
と 、
文

字
盆
り
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
水
準
に
な
り 、
生
活

の
面
で
も
世
界
で
最
も
鐙
か
な
国
に
な
る
だ
ろ

う
と一言
わ
れ
て
い
る 。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
日
本
の
近
隣
を
見
て

み
る
と 、
現
在
N
I
C
S
諸
国
で
は
香
港 、
シ

ン
ガ
ポ
ー

ル
が一
人
当
た
り
の
G
N
P
が
す
で
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に
六
千
米
ド

ル
を
超
え
て
い
る 。
台
湾
が
三
千

い
ず
れ
に
せ
よ
私
た
ち
は 、
日
本
が
ア
ジ
ア
た
時
代
の
生
き
方
を 、
本
絡
的
に
筏
索
し
て
い

い
る
こ
と 、
充
分
で
な
い
住
宅 、
飲
酒
の
問
題 、

ド
ル
を
超
え 、
紛
国
が
二
千
五
百
ド

ル
近
く
に
に
お
け
る
近
代
化
の
例
外
か
ら
モ
デル
と
なっ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う 。

宗
教
抜
き
の
結
婚
式
の
た
め
結
婚
の
権
威
が
な

なつ
て
き
て
い
る 。
一
方 、
芭
入
国
家
中
薗
立、

j
i－－i－f il
i－ －
i
l
i
lia－
－
il
i
－－
j
i－－
：
i・e・－i
j
i－－
j

く 、
離
姉
手
続
き
の
簡
素
化
さ
れ
た
乙
と
な
ど

ー

第
は
回
国
際
学
生
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
講
義

函
民一
人
当
た
り
の
G
N
P
が
二
百
五
十
ド

ル

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）
と
も
関
連
し
て 、
未
婚

前
後
で
あ
る 。
現
在
で
も
と
れ
ほ
ど
の
ギ
ャ
ッ

近

く

て

遠

い

隣

国

ソ

連

の
母
が
議
し 、
そ
れ
が
社
会
政
策
上
も
公
認

プ
が
あ
る
わ
け
だ 。

．

さ
れ
て
い
る 。

中
国
同
ど
フ
見
て
も
今
世
紀
末
ま
で
に
大

劇
京
大
肘

安

村

仁

志

3
若
者
の
問
題
ソ
速
な
り
に
鐙
か
な
社

き
く
成
長
す
る
と
は
思
え
な
い 。
郡
小
平
以
後

好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
ソ
速
は
日
て
い
る
点
で
す 。（
お
1

的
条）
し
か
し 、
実
態
会
に
育っ
た
若
者
逮
に
とっ
て 、
現
在
の
生
活

も
政
治
的
不
安
定
に
陥
る
乙
と
な
く 、

今
の
人
本
の
隣
国
で
す 。
無
関
心
で
い
る
乙
と
は
で
き
と
し
て
は
無
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
全
て
の
は
当
り
前
の
こ
と
で
あっ
て 、
現
状
維
持
を
求

ロ
抑
制
政
策
が
乙
の
ま
ま
続い
た
と
仮
定
し
て
ま
せ
ん O
K
も
か
か
わ
ら
ず 、
ソ
速
の
乙
と
は
点に
お
い
て 、
国
家
的
利
益
が
優
先
さ
れ 、
さ
め
る
雰
囲
気
が
浸
透
し
て 、
政
治
離
れ
が
進
ん

も 、
国
民一
人
当
た
り
の
G
N
P
が
千
ド

ル
κ
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん 。
し
か
も
ソ
連
と
い
ま
ざ
ま
の
制
限
が
あ
る
の
で
す 。
従っ
て 、
裏
で
い
る 。
従
て
若
者
の
人
生
目
標
は 、
よ
い
駿

な
れ
ば
大
成
功
で
あ
ろ
う 。
そ
う
す
る
と
中
国
－つ

国
を
知
る
ζ
と
は
難
し
い
の
で
す 。
ど
う
し
を
も
読
み
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん 。

業に
つ
く 、

外
国へ
行
く 、
高
い
収
入
を
得
る 、

と
近
隣
諸
国
と
の
ギ
ャ
ッ

プ
は
ま
す
ま
す
聞
い
て
も
先
入
観
が
入
り
込
む
か
ら
で
す 。
そ
れ
に

ソ
ビ
エ
ト
の
抱
え
る
鰭
問
題

よ
い
住
宅
を
得
る
と
いっ
た
個
人
的
幸
福
を
求

て
い
く
ζ
と
に
な
る 。

加
え
て 、
ソ
連
側
の
情
報
は
先
の
チェ
ル
ノ
l

l
民
族
問
題
そ
の
言
語
が
国
の
公
用
語
め
る
と
と
が
上
位
を
占
め 、
親
友
を
見つ
け
る 、

最
近
の
中
国
指
導
部
内
で
は 、
部
小
平の
関
ブ
イ
リ
の
原
発
事
故
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
と
なっ
て
い
る
大ロ
シ
ア
族
の
全
人
口
に
占
め

子
供
を
立
派
に
育
て
る
と
いっ
た
駁
望
は
低
く

放
政
策
に
対
す
る
批
判
も
多
く 、
陳
雲
派
と
の
極
め
て
少
い
の
で
す 。
ソ
速
は
ま
さに
近
く
て
る
割
合
は 、
今
世
紀
末
に
は
五
O
%
を
創
る
で
な
り 、
国
の
た
め
に
新
し
い
建
設
地に
行
く
と

路
線
闘
争
も
存
在
す
る
な
ど 、
中
国
が
乙
の
ま
遠
い
国
で
あ
る
と
い
え
ま
す 。
そ
れ
故 、
ソ
連
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す 。
さ
ら
に 、
エ
ス
い
う
よ
う
な
自
己
犠
牲
的
精
神
は
極
め
て
少
く

ま
西
側
化
し
て
い
く
乙
と
は
な
い
だ
ろ
う 。
人
の
実
態 、
特
に 、
抱
え
て
い
る
問
題 、
我
々
と
トニ
ア 、
ウ
ク
ラ
イ
ナ 、
モ
ル
ダ
ピ
ア
等
の
民
なっ
て
い
ま
す 。
ま
た
物
に
対
す
る
欲
求
が
強

口
抑
制
政
策
κ
し
で
も
も
う
限
界
に
き
て
お
り 、
悶
じ
市
民
の
生
活
か
ら
話
し
て
み
た
い
と
思
い
族
に
は
反
ロ
シ
ア
感
情
が
あ
る
よ
う
で
す 。
加
く 、
ヴェ
シ
ズ
ム
（
物
を
表
わ
す
グェ
l
シ
と

こ
れ
以
上
続
け
る
ζ
と
は
然
思
が
あ
る 。
そ
の
ま
す 。

え
て同町
え
続
け
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
系
住
民
の
悶
い
う
名
飼
か
ら
派
生）
と
い
う
新
語
が
生
れ 、

結
果 、
一
人
当
た
り
の
G
N
P
が
七
百
1

八
百

ソ
ビ
エ
ト
と
い
う
聞
は 、
十
五
の
共
和
国
か
題
も
あ
り
ま
す
（
乙
の
ま
ま
地
え
続
け
る
と
イ
分
別
あ
る
大
人
を
や
き
も
き
さ
せ
て
い
ま
す 。

ド
ル
κ
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
も
あ
り
得
ら
成
り
立っ
て
い
ま
す
が 、
乙
れ
ら
は
大
き
な
ス
ラム
系
住
民
は
今
世
紀
末
に
は一
億
人
に
遥
飲
酒 、
少
年
犯
罪
の
低
年
令
化
も
問
題
に
なっ

る
わ
け
で
あ
る 。

民
族
グ
ル
ー

プ
で
あっ
て 、
全
部
合
わ
せ
る
と
す
る
と
推
定
さ
れ
る）

て
き
て
い
ま
す 。
さ
ら
に
農
業
の
在
り
方 、
夜

中
国
は
開
放
政
策
と
中
華
思
想
と
の
調
整
に
百
三
十
ほ
ど
の
民
族
か
ら
成
立っ
て
い
ま
す 。

2
人
口
問
題
端
的
K
いっ
て
ロ
シ
ア
人
直
し
た
官
僚
機
械 、
ア
ル
中
な
ど
の
問
題
も
あ

二
十一
世
紀
半
ば
ま
で
悩
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
一
番
大
き
な
民
族
で
あ
るロ
シ
ア
人
（
大ロ
シ
の
人
口
が
増
え
な
い
ζ
と
に
あ
り
ま
す 。
そ
れ
り
ま
す 。

い
か 。
そ
の
乙
ろ
に
よ
う
や
く一
人
当
た
り
の
ア
人）
で
も
全
人
口
の
五
二
%
に
過
ぎ
ま
せ
ん 。
は
出
生
率
が
低
い
乙
と
か
ら
生
じ
る
の
で
す
が

市
民
生
活
に
お
け
る
問
題

G
N
P
が
二
千
ド

ル
程
度
に
述
す
る
で
あ
ろ
う 。
民
族
的
偏
見
は
目
立
ち
ま
せ
ん
が 、
い
わ
ゆ
る
，

子
無
し

税’（
男
子
初
1

ω
才 、
女
子
初
1

MW

1
教
育
体
系
と
現
実
義
務
教
育
は
8

年

し
た
が
っ
て 、
何
と
か
し
て
中
閣
を
経
済
的
に
民
族
問
題
は
存
在
し
ま
す 。

才に
お
い
て 、
特
別
の
理
由
な
し
に
子
供
が
な

制
（
7

才
1

日
才）
で
す
が 、
日
才
1

口
才
の

発
展
す
る
方
向
に
行
か
せ
る
よ
う
に
努
力
し
て

，
ソ
ビ
エ
ト’
と
い
う
の
は 、

，
忠
告 、
助
言 、

い
場
合 、
そ
れ
ぞ
れ
月
収
の
7

Mm 、
6
%
の
税
後
期
中
等
教
育
を
合
わ
せ
る
と 、
m
年
制の
形

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が 、
国
家
の
巨
大
さ
故
に
会
浴 、
評
議
会’
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
が
革
が
探
せ
ら
れ
る〉
κ
よっ
て
圧
力
を
か
け
た
り 、
で
継
続
し
ま
す 。
現
在
8

年
制
教
育
の
終
了
者

事
は
そ
う
簡
僧
κ
辺
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る 。

命
運
動
の
過
程
で
労
働
者
の
自
主
的
権
力
組
織
ω
人
以
上
の
子
供
を
も
っ
女
性
に
は

，
女
性
英
の
mw
%
が
進
学
し
て
い
ま
す
が 、
義
務
教
育
の

だ
か
ら
と
いっ
て
外
部
世
界
が
安
易
に
介
入
す
の
名
称
と
なっ
た
の
で
あっ
て 、
織
力
形
態
を
雄’
の
称
号
を
与
え
る
な
ど
の
奨
励
策
を
とっ

叩
年
制へ
の
完
全
な
移
行
が
目
標
と
さ
れ
て
い

る
と 、
中
国
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
傷
つ
け
る
表
し
ま
す 。

た
りし
て
い
る
も
の
の 、
都
市
部
の
家
庭
の一

る
よ
う
で
す 。
そ
の
後
が
高
等
教
育
段
階
で
あ

恐
れ
が
あ
る 。
私
の
想
定
で
は 、
中
国
は
国
際

一
九
七
七
年
に
い
わ
ゆ
る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
憲
法
人っ
子
は
目
立っ
た
現
象
と
なっ
て
い
ま
す 。

り 、
い
わ
ゆ
る
大
学へ
の
進
学
希
望
は
年
々
高

政
治
の
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
は
高
い
が 、
経
済
的
運
が
発
布
さ
れ
ま
し
た 。
乙
れ
ら
の
特
徴
は 、
第
ま
た
舵
婚
率
が
高
い
と
と
〈
平
均
で
3
組
に
1
く
なっ
て
き
て
い
ま
す
（
加
彪）
激
烈
な
受
験

れ
か
ら
ア
ジ
ア
の
中
で
特
殊
な
存
在
に
なっ
て
二
編
に
国
家
と
個
人
に
関
す
る
部
分
が
設
け
ら

組問
大
都
市
で
は
五
O
%
を
超
え
る
乙
と
も
あ
戦
争
が
あ
り 、
高
校
の
予
備
校
化 、
家
庭
教
師、

い
く
可
能
性
が
あ
る 。

れ 、
市
民
の
基
本
的
権
利
の
重
視
が
う
た
わ
れ
る 。
そ
の
原
因
は 、
女
性
が
経
済
力
を
もっ
て
受
験
予
備
ク
ラ
ス
と
いっ
た
現
象
も
存
在
し
て

願間(5) 


