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序
に
か
え
て

　

現
在
の
わ
が
国
が
学
歴
を
重
視
す
る
社
会
で
あ
る
の
を
誰
も
否
定
し
な
い
。
ソ
ニ
ー
創
業
者
の
盛
田
昭

夫
が
『
学
歴
無
用
論
』
を
出
版
し
た
の
は
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
で
、
こ
れ
を
契
機
に
マ
ス
コ
ミ
や

有
識
者
の
多
く
は
「
今
や
学
歴
に
価
値
は
置
か
れ
な
い
」
と
言
い
続
け
て
い
る
が
、
現
在
の
ソ
ニ
ー
で
も

学
歴
が
な
く
て
は
入
社
で
き
な
い
部
署
が
お
そ
ら
く
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
学
歴
社
会
に
批
判
的
論
調
を
と

る
マ
ス
コ
ミ
も
同
じ
で
あ
る
。
学
歴
だ
け
で
は
実
社
会
を
上
手
に
渡
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
出
発
点

0

0

0

で
は
学
歴
が
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
高
校
進
学
率
は
ほ
ぼ
十
割
に
な
り
、
大
学
進
学
率
が
五
割
に
近

づ
い
て
い
る
の
も
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　

昔
か
ら
勤
勉
な
民
族
の
わ
が
国
で
は
、
勉
強
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
が
明
治
維
新
後
と
戦
後
を
驚
異
的

に
発
展
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
誰
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
「
学
校
に
行
く
こ

と
」
が
重
視
さ
れ
、
不
登
校
は
い
つ
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
続
け
、
わ
が
国
で
の
み
異
常
に
増
加
し
て
き

た
。
事
件
を
起
こ
し
た
子
ど
も
で
、
過
去
に
「
学
校
を
休
ん
だ
」
時
期
が
あ
る
の
に
、
そ
の
時
、
問
題
に
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し
な
か
っ
た
結
果
が
後
年
の
事
件
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
例
も
あ
る
。
こ
れ
に
限

ら
ず
、
子
ど
も
は
何
か
不
都
合
が
あ
る
と
、
幼
稚
園
（
保
育
所
）・
学
校
に
行
か
な
い
と
い
う
表
現
を
と

り
や
す
く
、
不
登
校
は
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
見
つ
け
る
「
わ
か
り
や
す
い
現
象
」
と
も
い
え
る
。

　

一
方
で
、
不
登
校
の
本
は
専
門
書
か
ら
体
験
記
に
至
る
ま
で
多
数
出
版
さ
れ
て
お
り
、
今
更
「
屋
上
屋

を
架
す
」
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
も
思
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
く
の
こ
の
種
の
本
の
見
解
と
、
筆
者
の

そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
、「
異
見
」
を
述
べ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
は
意
義
が

あ
る
と
考
え
る
。
主
流
を
な
す
見
解
と
異
な
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
奇
を
て
ら
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
三
十
年
近
く
の
不
登
校
児
と
の
付
き
合
い
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
、
最
初
に
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
と

出
会
っ
た
時
か
ら
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。「
将
来
、
こ
の
社
会
で
生
活
し
て
い
く
に
は
、
義
務
教

0

0

0

育
の
学
校
に
も
行
け
な
い
よ
う
で
は
困
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
の
が
筆
者
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
。
治
療
者
は
「
子
ど

も
の
悩
み
」
を
理
解
し
「
家
庭
や
学
級
の
問
題
」
を
解
決
す
る
た
め
の
援
助
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、

義
務
教
育
期
間
の
学
校
に
行
か
な
い
行
動
を
肯
定
し
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
て
き
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
不
登
校
に
関
す
る
多
く
の
意
見
は
「
学
校
に
問
題
が
あ
り
」、
そ
れ
は
「
子
ど
も
の
立

場
に
立
た
な
い
学
校
に
よ
る
」
と
結
論
し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
悩
み
に
理
解
を
示
し
、
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「
子
ど
も
は
悪
く
な
い
」
か
ら
、
あ
る
意
味
で
「
学
校
に
行
か
な
く
て
よ
い
」、
時
に
は
「
学
校
に
行
か
な

い
の
は
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
意
見
に
ま
で
発
展
す
る
。
終
い
に
「
学
校
に
行
か
な
い
選
択
／
権
利
／
自

由
」
と
い
っ
た
、
筆
者
か
ら
み
れ
ば
噴
飯
物
の
言
葉
ま
で
出
現
し
、
こ
れ
が
市
民
権
ま
で
得
そ
う
な
勢
い

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
最
近
の
小
学
校
で
の
学
級
崩
壊
や
学
校
の
荒
れ
か
ら
、
青
年
期

の
引
き
こ
も
り
に
も
繋
が
り
、
少
年
犯
罪
や
虐
待
児
や
発
達
障
害
の
急
増
に
加
え
、
ニ
ー
ト
（
Ｎ
Ｅ
Ｅ

Ｔ
）
や
フ
リ
ー
タ
ー
増
加
に
も
関
係
し
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
異
見
に
な
る
。

　

詳
し
く
は
本
書
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
筆
者
の
「
不
登
校
は
暦
年
齢
に
求
め
ら
れ
る
社
会
集
団
に
属
せ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い
者

0

0

0

の
増
加
に
よ
る
、
い
わ
ば
日
本
の
現
代
文
化

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
耳
を
傾
け
て
も
ら
え
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。
子
ど
も
か
ら
青
年
期
、
今
や
中
年
期
に
ま
で
至
る
、
わ
が
国
を
覆
う
問
題
の
源
は
、
不
登

校
に
あ
る
と
す
る
視
点
か
ら
、
彼
ら
を
ど
の
よ
う
に
診
る
／
対
応
す
る
／
予
防
す
る
の
か
を
考
え
て
欲
し

い
と
い
う
の
が
筆
者
の
願
い
で
あ
る
。

　

書
名
に
つ
い
て　

本
書
名
は
「
学
校
に
行
か
な
い
子
ど
も
」
の
根
底
に
あ
る
状
態
を
、
大
き
く
三
つ
に

分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
か
つ
て
は
登
校
拒
否
と
呼
ば
れ
て

い
た
「
行
き
た
い
／
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
行
け
な
い

0

0

0

0

神
経
症
的
に
悩
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ん
で
い
る
子
ど
も
、②
最
近
増
加
し
て
い
る
学
校
に
何
と
な
く
／
些
細
な
こ
と
で
行
か
な
い

0

0

0

0

子
ど
も
、③
更

に
昔
か
ら
い
た
怠
け
て
行
き
た
く
な
い

0

0

0

0

0

0

子
ど
も
の
示
す
三
つ
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
、
行
動
が
同

じ
で
も
、
背
景
に
あ
る
も
の
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
予
防
か
ら
対
応
（
治
療
・
指
導
）
ま
で
微
妙
に

違
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
を
「
不
登
校
」
と
一
括
し
て
呼
ぶ
と
、
混
乱
を
更
に
深
め
る
の
で
、
こ
の
点
を
で

き
る
だ
け
明
確
に
し
た
い
と
考
え
た
結
果
の
書
名
で
あ
る
（
副
題
に
つ
い
て
は
43
頁
参
照
）。

　

読
者
対
象　

基
本
的
に
医
師
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
内
容
は
、
教
師
・
臨
床

心
理
士
な
ど
他
の
職
種
や
親
に
も
理
解
し
や
す
く
、
参
考
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
要
旨
と
筆
者
の
主
張

①
不
登
校
は
本
来
「
経
済
的
・
病
気
な
ど
明
ら
か
な
理
由
が
な
く
」「
な
ぜ
か
、
行
く
べ
き
学
校
に
行
け

な
い
」
神
経
症
的
状
態
を
指
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
定
義
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の

が
増
加
す
る
と
共
に
、
こ
の
定
義
に
囚
わ
れ
ず
、
学
校
に
行
か
な
い
状
態
を
す
べ
て
不
登
校
と
呼
ん

で
い
る
。

②
現
代
の
不
登
校
は
神
経
症
、
心
身
症
、
精
神
病
、
発
達
障
害
に
よ
る
も
の
や
、
い
じ
め
に
よ
る
も
の
、

何
と
な
く
休
む
も
の
な
ど
「
何
で
も
あ
り
」
の
状
態
、
い
わ
ば
百
貨
店
の
よ
う
で
、
適
切
に
分
類
し
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て
考
え
な
け
れ
ば
混
乱
す
る
。

③
不
登
校
は
現
代
日
本
社
会
の
子
ど
も
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
、「
暦
年
齢
に
求
め
ら

れ
る
社
会
集
団
」
に
参
加
で
き
な
い
者
が
増
加
し
た
結
果
で
あ
り
、「
日
本
の
文
化
」
と
も
呼
べ
る
。

④
個
々
に
異
な
っ
た
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
「
自
尊
心
の
乏
し
さ
」「
認
知
と
表
現
の
拙

つ
た
な

さ
」
か
ら
く
る
「
対
人
関
係
障
害
」
と
捉
え
る
。

⑤
最
近
の
引
き
こ
も
り
・
ニ
ー
ト
・
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
青
年
期
（
時
に
中
年
期
）
の
問
題
の
起
源
は
、
ほ

と
ん
ど
が
中
学
生
時
の
不
登
校
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
児
期
の
問
題
（
不
登
校
）
を
適
切
に
予
防
・

解
決
し
な
け
れ
ば
、
青
年
期
に
も
ち
越
し
、
や
が
て
高
齢
者
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
く
の
で
は
な
い

か
と
危
惧
し
て
い
る
。

⑥
初
期
の
訴
え
は
「
学
校
に
行
き
た
く
な
い
」
で
は
な
く
、
腹
痛
・
頭
痛
や
発
熱
、
下
痢
と
い
っ
た
身
体

症
状
で
、
そ
れ
に
対
す
る
適
切
な
対
応
が
重
要
で
あ
り
、
初
期
対
応
に
医
師
は
重
要
な
役
割
を
担
う
。

し
か
し
、
医
師
は
「
体
を
診
る
」
の
が
主
な
仕
事
な
の
で
、
身
体
症
状
に
こ
だ
わ
り
、
背
後
の
不
登

校
を
見
逃
す
場
合
が
多
く
、
診
断
し
た
後
も
適
切
に
扱
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
（
こ
れ
を
残
念
に
思
い

本
書
を
執
筆
す
る
）。
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⑦
不
登
校
は
教
師
・
臨
床
心
理
士
（
相
談
員
）・
医
師
（
小
児
科
医
・
精
神
科
医
）
の
三
者
が
主
に
み
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
違
い
で
異
な
っ
た
見
解
が
も
た
れ
や
す
く
、
種
々
の
意
見
が
出
て
当
然

で
あ
る
。
違
い
を
認
識
し
て
意
見
を
聞
く
よ
う
に
し
な
い
と
混
乱
す
る
。

⑧
不
登
校
が
増
加
し
世
間
で
認
知
さ
れ
、
種
々
の
対
応
が
叫
ば
れ
な
が
ら
も
、
減
少
し
て
い
か
な
い
の
は
、

学
校
の
表
面
的
現
象
を
原
因
に
す
る
意
見
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

⑨
多
く
の
不
登
校
肯
定
論
（
時
に
賞
賛
論
）
は
表
面
的
優
し
さ
に
溢
れ
て
い
る
が
、
長
い
目
で
み
る
と
子

ど
も
の
立
場
に
は
立
っ
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
子
ど
も
も
社
会
も
不
幸
に
し
て
い
く
。

⑩
こ
こ
数
年
、
不
登
校
児
数
は
数
字
の
上
で
は
横
ば
い
か
、
減
少
し
て
い
る
年
も
あ
る
が
、
総
生
徒
数
が

減
少
し
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
は
今
も
増
加
し
て
い
る
。

⑪
不
登
校
の
増
加
に
つ
い
て
理
解
が
行
き
届
く
と
、「
更
に
増
加
さ
せ
て
い
く
」
面
も
あ
る
。
世
の
中
に

常
に
あ
る
矛
盾
（
二
面
性
）
を
考
え
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑫
都
市
部
で
は
、
不
登
校
に
つ
い
て
の
相
談
や
治
療
に
種
々
の
方
法
や
機
関
が
出
現
し
て
い
る
。
不
登
校

の
成
因
は
輻
輳
し
て
い
る
の
で
、
特
定
の
考
え
方
や
手
段
で
す
べ
て
が
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

個
々
に
向
き
不
向
き
が
あ
る
。
専
門
家
が
行
う
心
理
治
療
（
種
々
の
技
法
が
あ
る
）
や
薬
物
療
法
以
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外
に
、
特
殊
な
学
校
に
通
う
、
農
作
業
を
す
る
、
動
物
を
飼
う
な
ど
、
多
く
の
方
法
が
あ
り
、
時
に

は
専
門
的
治
療
よ
り
も
効
果
的
な
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
、
主
宰
者
側
の
長
所
だ
け
を
強
調
し
た
情
報

で
選
択
す
る
と
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
招
く
危
険
性
も
あ
る
。
選
択
に
際
し
て
は
、
親
子

の
状
況
に
合
わ
せ
て
専
門
的
視
点
か
ら
選
ぶ
よ
う
に
す
る
。

⑬
子
ど
も
の
素
因
・
年
齢
や
周
囲
の
環
境
は
個
々
に
異
な
り
、
ま
た
治
療
者
側
の
立
場
も
異
な
る
の
で
、

治
療
や
指
導
の
教
科
書
的
・
定
石
的
方
法
は
な
い
。
各
自
が
基
本
に
あ
る
も
の
を
理
解
し
、
知
識
と

経
験
で
自
分
な
り
に
行
う
（
本
書
で
は
そ
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
、
種
々
の
視
点
か
ら
述
べ
る
）。


