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こ
ん
に
ち
は
、
人
権
委
員
会
で
す
。
今
年
は
徳
島
市
で
十
年
ぶ
り
の
大
雪
と
な
る
な

ど
、寒
い
日
が
続
き
ま
し
た
が
、少
し
ず
つ
日
も
長
く
な
り
、春
の
訪
れ
を
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

さ
て
、今
回
は
五
年
生
の
人
権
委
員
の
皆
さ
ん
が
担
当
で
す
。

最
近
、保
健
の
授
業
で
、過
去
に
起
き
た
公
害
に
つ
い
て
学
ん
だ
。今
回
は
そ
の
中
で

も
、水
俣
病
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

水
俣
病
は
、工
場
か
ら
流
れ
出
た
メ
チ
ル
水
銀
が
原
因
で
起
こ
り
、味
覚
や
視
覚
が

鈍
く
な
っ
た
り
、手
足
の
マ
ヒ
が
残
っ
た
り
す
る
な
ど
の
症
状
が
表
れ
る
。加
え
て
、患
者

の
様
子
を
見
た
周
り
の
人
か
ら
「
普
通
と
は
違
う
」
「
害
さ
れ
て
い
る
」
と
噂
さ
れ
、そ
れ

が
元
と
な
っ
て
、患
者
に
対
す
る
差
別
が
始
ま
っ
た
。

現
在
は
「
水
俣
条
約
」
や
「
水
俣
病
特
別
措
置
法
」
が
制
定
さ
れ
、患
者
に
対
す
る
支

援
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、人
々
の
間
で
水
俣
病
に
対
す
る
理
解
が
進
み
、差
別
は
な

く
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。た
だ
、法
律
を
制
定
す
る
前
に
、人
々
が
水
俣
病
に
つ
い
て
正
し

く
理
解
し
、差
別
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、と
も
思
う
。

差
別
は
、人
間
の
持
つ
排
他
的
な
部
分
が
原
因
で
起
き
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。差
別
を
な
く
し
て
い
く
た
め
に
は
、私
た
ち
が
「
他
と
比
べ
る
」
の
で
は
な

く
、「
そ
の
人
自
身
を
見
る
」
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
た
。

皆
さ
ん
は
「
児
童
労
働
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
文
字
だ

け
を
見
れ
ば
、「
子
ど
も
が
働
い
て
い
る
こ
と
」
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、実
際
に
は
十
五

歳
未
満
で
就
労
し
た
り
、十
八
歳
未
満
で
危
険
で
有
害
な
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
で
、

十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
、子
ど
も
に
身
体
的
・社
会
的
・精
神
的
な
悪
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
を
指
し
ま
す
。

日
本
で
は
戦
後
、法
律
や
条
約
に
よ
っ
て
児
童
労
働
が
規
制
さ
れ
た
こ
と
で
、あ
ま
り

な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ア
フ
リ
カ
で
は
約
七
二
〇
〇
万
人
が
児
童
労
働
を

強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。し
か
も
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
貧
困
の
拡
大
に
よ
り
、児
童
労
働
は
拡
大
傾
向
に
あ
り
、こ
れ
に
対
し
て
ユ
ニ
セ
フ

も
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。児
童
労
働
の
な
い
未
来
を
実
現
す
る
た
め
に
、私
た
ち
は

何
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？
ま
ず
は
現
状
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
？

今
日
の
日
本
で
は
、以
前
と
比
べ
る
と
改
善
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、ま
だ
ま
だ
女
性

の
人
権
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。例
え
ば
、

女
性
の
所
得
水
準
が
男
性
と
比
べ
る
と
低
い
と
い
う
の
は
、そ
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

女
性
の
人
権
問
題
を
な
く
す
た
め
に
、私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、一
人
一
人
の
意

識
や
考
え
方
を
改
め
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
こ
で
大
切
な
の
は
「
女
性
だ
か
ら
」

「
男
性
だ
か
ら
」
な
ど
と
い
っ
た
先
入
観
を
持
つ
の
で
は
な
く
、男
性
・女
性
関
係
な
く
す

べ
て
の
人
を
平
等
に
扱
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

男
女
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な
く
、す
べ
て
の
人
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
、性
に
よ
る
差

別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

治
安
の
良
さ
は
、日
本
が
世
界
に
誇
れ
る
長
所
の
一
つ
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。そ
の

一
方
で
、犯
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
と
二
度
と
社
会
に
戻
れ
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
際
、刑
を
終
え
て
出
所
し
て
も
、地
域
住
民
の
根
強
い
偏
見
や
差
別
に
よ
り
、住
居

の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
人
が
、か
な
り
の
割
合
に
上
り
ま
す
。ま
た
、刑
を
終
え
て

出
所
し
た
人
が
仕
事
に
就
こ
う
と
し
て
も
、「
元
犯
罪
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ

て
し
ま
う
と
、多
く
の
会
社
が
受
け
入
れ
を
拒
ん
で
し
ま
い
、仕
事
に
就
く
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
に
仕
事
も
住
む
と
こ
ろ
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
は
、収
入
も
得
ら

れ
ず
、再
び
犯
罪
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
が
、真
面
目
に
や
り
直
そ
う
と
し
て
も
、そ
の
機
会
を
奪

わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
変
え
て
い
け
る
よ
う
、ま
ず
は
私
た
ち
一
人
一
人
が
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

五
年
生
の
人
権
委
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
は
ど
う
で
し
た
か
？

生
徒
の
皆
さ
ん
も
、こ
の
機
会
に
人
権
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
り
、家

族
と
話
し
て
み
た
り
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
人
権
通
信
を
、人
権
に
つ
い

て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。


