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二
）
大
学
入
学
を
一
転
期
と
し
て
惰
癖
詮
助
長
す
る
憂
無
き
か

大
学
に
入
学
し
た
ら
、
や
肌
や
れ
で
一
服
す
る
の
は
よ
い
が
、
こ
の
一
服
を
延
長

さ
せ
る
こ
と
は
良
く
な
い
。
現
在
多
数
の
学
生
は
、
入
学
後
は
、
入
学
前
と
変
っ
て

勉
強
し
な
く
な
る
よ
う
に
思
う
。
普
通
一
八
歳
で
大
学
に
入
学
す
る
順
序
だ
が
、
高

等
学
校
か
ら
引
続
い
て
入
学
し
た
者
は
ま
だ
よ
い
が
、
い
わ
ゆ
る
白
線
浪
人
は
、
浪

人
生
活
の
永
さ
と
苦
労
に
比
例
し
て
大
学
入
学
後
の
学
習
熱
が
低
下
す
る
。
こ
の
こ

と
は
教
育
の
目
的
に
反
し
た
痛
恨
事
で
あ
る
。
秋
は
毎
年
入
学
式
辞
に
こ
の
こ
と
を

話
す
が
、
そ
れ
は
馬
耳
東
風
で
今
の
制
度
を
改
め
な
い
限
り
、
こ
の
弊
風
は
さ
け

ら
れ
な
い
。

一
八
歳
か
ら
二
○
歳
頃
の
数
年
間
は
、
一
生
の
中
で
最
も
強
剛
に
心
身
を
錬
磨
せ

胆
ば
な
ら
ぬ
時
で
あ
る
。
然
る
に
大
学
入
学
と
同
時
に
学
習
の
自
由
と
選
択
と
を
履

違
え
て
、
怠
け
癖
を
造
る
よ
う
な
風
習
を
か
も
す
こ
と
は
深
く
吟
味
せ
胞
ば
な
ら

ぬ
。
公
私
立
毎
年
十
数
万
の
新
入
学
生
の
中
で
自
主
的
に
大
学
教
育
の
真
価
を
自

覚
し
て
心
身
の
錬
磨
に
精
進
す
る
者
が
幾
割
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
多
数
の
者
は
、

大
切
な
一
般
教
育
を
単
位
獲
得
式
で
お
茶
を
濁
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
専
門
教
育
に

進
む
と
、
一
つ
に
は
職
能
慾
が
手
伝
う
の
と
、
一
一
つ
に
は
就
職
試
験
の
心
配
と
で
、

渋
々
ノ
ー
ト
の
仮
勉
強
を
し
て
い
る
。
大
ま
か
に
観
て
、
今
の
大
学
学
徒
の
幾
割
が

果
し
て
一
国
一
社
会
の
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
気
持
で
勉
学
し
て
い
る
か
を
疑
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
其
責
任
は
奈
辺
に
あ
る
か
。
但
し
一
般
に
大
学
教
育
を
う

け
た
者
は
、
う
け
な
い
者
に
較
べ
て
な
ん
と
な
く
優
っ
た
処
が
あ
る
よ
う
に
感
ず

る
が
、
こ
の
差
別
も
今
後
如
何
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
昔
は
帝
大
卒
業
者
は
、
風
釆

は
別
と
し
て
、
何
ん
と
な
く
上
品
だ
と
社
会
か
ら
批
判
さ
れ
た
と
思
う
が
、
或
は
我

田
引
水
か
ら
知
れ
ぬ
。
ま
た
吾
友
時
代
に
は
、
就
職
の
こ
と
な
ど
眼
中
に
な
か
っ
た

か
ら
人
が
そ
う
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

余
談
は
お
い
て
、
と
に
角
大
学
と
と
に
国
立
大
学
は
惰
者
の
避
難
場
で
あ
っ
て
は

大
学
教
育
の
現
状
に
対
す
る
疑
義
二
点

（
自
主
的
学
習
熱
と
心
身
の
健
康
）

金
沢
大
学
長
戸
田
正
三

'蕊，
リ

⑨

感
繍

繩旧ノー

な
ら
な
い
。
折
角
入
学
試
験
の
難
関
を
突
破
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
と
指

導
と
が
行
届
け
ば
怠
け
る
は
ず
は
無
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
怠
け
る
の
は
、
青

春
で
個
性
の
変
動
期
で
あ
る
か
ら
、
何
に
か
に
か
迷
わ
さ
れ
て
一
種
の
精
神
異
状
に

陥
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
を
疑
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
ん
な
の
が
数
％
あ
る
こ
と
は
、

い
づ
こ
の
社
会
も
同
様
で
あ
る
。
問
題
は
、
か
か
る
数
％
の
異
状
分
子
が
数
十
％
に

伝
染
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
如
何
に
し
て
予
防
す
｝
Ｃ
か
に
あ
る
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
大
学
教
育
は
Ｐ
勤
労
と
責
任
を
重
ん
じ
、
自
主
的
精
神
に
充

ち
た
心
身
共
に
健
康
な
人
格
の
達
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の

頭
に
立
ち
得
る
知
的
、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
の
育
成
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
に
は
心
身
の
健
康
と
勤
勉
性
と
は
不
可
欠
な
二
大
要
素
で
あ
る
。

大
学
に
入
学
し
た
ら
勉
強
し
な
い
で
、
小
人
閑
居
し
て
不
善
を
な
す
輩
が
高
等
学

校
時
代
よ
り
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
か
。
私
は
こ
れ
を
否
定
し
た
い

が
、
遺
憾
な
が
ら
現
状
で
は
、
こ
れ
を
否
定
し
得
な
い
で
思
案
に
あ
え
ぐ
一
人
で
あ

る
。
こ
こ
に
い
う
勉
強
と
は
、
自
主
的
学
習
熱
が
旺
盛
で
あ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
っ

て
、
受
験
勉
強
の
よ
う
な
徒
労
を
い
う
の
で
は
な
い
。
一
体
今
の
日
本
の
教
育
は
、

受
験
の
た
め
の
教
育
が
、
王
で
、
立
派
な
人
格
を
賎
け
る
た
め
の
教
育
は
副
で
あ
る
。

こ
こ
に
抑
も
出
発
点
の
誤
り
が
あ
る
。
先
づ
高
等
学
校
に
お
い
て
、
一
五
’
七
歳
の

発
育
盛
り
の
児
童
が
、
毎
日
一
六
時
間
以
上
も
机
に
か
じ
り
つ
い
て
、
ひ
た
す
ら
受

験
の
た
め
の
筈
業
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
わ
が
国
に
特
発
し
た
と
こ
ろ
の
児
童
虐

待
の
最
も
基
し
き
ち
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
正
し
く
児
童
憲
章
の
本
旨
に
も
ど
る
行

為
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
他
動
的
で
あ
っ
た
ら
人
権
じ
ゅ
う
り
ん
で
大
騒
ぎ
で
あ

る
。要
す
る
に
今
我
国
で
、
有
為
の
少
年
の
心
身
の
発
育
を
徒
ら
に
萎
縮
さ
せ
て
い
る

も
の
は
、
名
の
売
れ
た
大
学
へ
の
入
学
試
験
勉
強
だ
と
い
っ
て
も
過
一
一
一
一
そ
は
あ
る
ま

い
。
そ
し
て
か
か
る
犠
牲
を
自
動
的
に
払
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
と
す
る
大
学

に
入
学
し
た
ら
、
既
に
我
意
を
得
た
り
で
勉
強
し
な
く
な
る
。
大
学
教
授
も
ま
た
、

一
旦
入
学
さ
せ
た
以
上
、
講
義
の
仕
放
し
で
先
が
つ
か
え
る
の
を
口
実
に
ト
コ
ロ

テ
ン
式
に
椎
出
し
て
し
ま
う
ｂ
剰
え
女
学
校
で
は
落
第
は
禁
物
、
嫁
入
に
支
障
を
き

た
す
と
い
う
風
な
や
り
方
が
散
見
せ
ら
れ
る
。
多
く
の
学
生
は
単
位
さ
え
と
れ
ば
よ

い
と
心
得
違
い
を
す
る
。
こ
ん
な
偏
狭
な
教
育
の
仕
方
は
、
こ
れ
ま
た
日
本
の
新
制

大
学
の
特
許
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
ち
私
の
最
も
懸
念
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
但
し
、
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今
多
く
の
学
徒
は
貧
窮
で
ア
ル
バ
イ
ト
せ
ね
ば
や
っ
て
い
け
ぬ
者
が
多
い
か
ら
、
こ

の
点
は
別
に
考
慮
せ
組
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
問
題
は
、
大
学
の
入
学
試
験
に
対
す
る
受
験
勉
強
の
調
節
策
と
、
入
学
後

の
自
主
的
学
習
熱
の
向
上
策
と
に
つ
い
て
篤
と
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
づ
れ
も

本
協
会
そ
の
他
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
其
解
決
は
容
易
で
な
い
。
こ
と
に
受
験

勉
強
の
調
節
策
に
は
自
学
の
立
場
を
は
な
れ
て
国
家
的
な
見
地
か
ら
英
断
を
要
す

る
。
併
し
江
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
各
大
学
一
様
に
す
る
必
要
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
地
区
の
実
情
や
、
教
育
設
備
の
完
不
完
、
並
び
に
入
学
志
願
者
の

素
質
な
ど
に
応
じ
て
、
各
其
目
的
に
恰
好
江
工
夫
を
こ
ら
し
、
思
い
切
っ
て
改
革
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
。

（
皇
）
入
学
試
験
に
つ
い
て
（
引
例
、
金
沢
大
学
）

金
沢
大
学
は
、
地
理
的
関
係
に
よ
っ
て
由
来
受
験
し
て
合
椿
し
た
者
は
、
殆
ん
ど

皆
入
学
す
る
。
そ
れ
は
関
東
や
近
畿
地
区
の
よ
う
に
、
二
つ
以
上
の
学
校
を
受
験
す

る
も
の
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
入
学
者
の
過
半
数
は
地
方
人
で
あ
る
か
ら
、

地
区
別
、
都
鄙
別
、
学
校
別
等
の
観
察
を
す
る
に
都
合
が
よ
い
。
本
学
の
昭
和
三
○

年
度
の
入
学
志
願
者
は
一
二
五
三
八
名
で
、
入
学
者
は
八
七
九
名
で
あ
る
。
こ
の
内
教

育
学
部
は
県
下
の
者
が
主
で
、
県
外
の
者
は
志
願
者
が
〉
招
、
入
学
者
は
％
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
除
い
た
、
法
文
、
理
工
、
医
、
薬
の
五
学
部
に
つ
い
て
所
見
を
の
べ

る
。右
五
学
部
の
志
願
者
は
二
八
四
○
名
で
入
学
者
は
五
八
八
名
、
入
学
率
は
平
均
二

○
％
で
あ
る
。
こ
れ
を
府
県
別
に
観
る
と
、
石
川
県
が
断
然
優
勢
で
、
志
願
者
率
は

二
八
％
で
あ
る
が
入
学
者
率
は
四
九
％
で
あ
る
。
次
で
近
隣
の
富
山
県
は
志
願
者
一

四
％
で
入
学
者
一
四
％
、
福
井
県
は
志
願
者
九
％
入
学
者
九
％
で
あ
る
。
北
陸
地
方

に
次
で
志
願
者
の
多
い
の
は
愛
知
県
、
岐
阜
県
、
長
野
県
、
近
畿
地
区
各
県
、
次
で

北
海
道
、
東
京
の
順
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
郷
士
出
身
関
係
者
が
多
い
と
思
う
。
そ

の
他
全
国
各
県
か
ら
志
願
し
て
い
る
が
、
概
し
て
入
学
率
は
低
く
、
白
線
浪
人
が
比

較
的
多
い
。
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
み
る
と
、
志
願
者
は
県
内
の
者
が
八
一
○
で
全
体

の
二
八
％
を
占
め
、
県
外
の
者
は
一
一
○
一
一
一
○
名
で
七
一
一
％
で
あ
る
。
入
学
者
は
県
内

の
者
が
二
九
一
一
名
で
四
九
％
を
占
め
、
県
外
の
者
は
一
一
九
六
名
で
五
一
％
を
占
め
て

い
る
。
即
ち
、
志
願
者
は
県
外
者
が
遥
か
仁
多
い
け
れ
ど
も
其
入
学
率
は
遥
か
に
低

く
、
県
外
か
ら
来
る
者
に
は
優
秀
な
の
が
少
な
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
医
学
と

蕊

｡
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薬
学
と
は
県
外
者
が
約
倍
数
入
学
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
県
外
志
願
者
が
絶
対
多
数
Ｆ

で
あ
っ
て
、
入
学
率
に
お
い
て
は
県
内
が
優
秀
で
あ
る
。

入
学
志
願
者
と
入
学
者
の
卒
業
学
校
の
種
別
を
み
る
に
、
高
等
学
校
普
遍
科
の
者

が
志
願
者
の
九
六
％
、
入
学
者
の
九
八
％
を
占
め
て
い
ろ
。
ま
た
入
学
志
願
者
の
合
出

格
率
を
高
校
の
新
旧
卒
業
別
並
び
に
年
令
別
に
み
れ
ば
、
一
一
一
○
年
卒
業
者
が
全
体
の

光
を
占
め
て
い
る
、
年
令
で
は
一
八
歳
が
七
○
％
、
一
九
歳
が
一
一
三
％
で
あ
る
。
そ

し
て
新
卒
業
生
の
方
が
入
学
率
が
高
い
、
こ
の
点
は
ま
さ
に
我
意
を
得
て
お
る
。
例

え
ば
東
京
大
学
に
お
い
て
は
、
本
年
度
の
入
学
者
の
内
苑
が
本
年
高
校
卒
で
苑
は

白
線
浪
人
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
逐
年
増
加
す
る
憾
が
あ
る
。
一
橋
大
は
更

に
そ
れ
を
上
廻
っ
て
い
る
し
、
京
大
に
つ
い
で
、
東
北
大
、
九
大
、
東
工
大
な
ど
に

こ
の
傾
向
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
一
考
を
要
す
る
。

次
で
、
石
川
県
内
の
入
学
者
を
県
市
校
別
に
観
る
に
、
法
文
、
理
、
工
、
蔭
、
薬

共
に
余
沢
市
内
の
高
校
卒
業
生
が
断
然
多
い
、
こ
と
に
入
学
難
の
医
、
薬
は
殆
ん
ど

金
沢
市
で
あ
る
。
金
沢
市
の
人
口
は
石
川
県
の
約
珂
で
あ
る
が
、
本
学
入
学
志
願
者

は
石
川
県
下
一
二
○
○
余
名
の
内
、
半
数
は
金
沢
市
内
の
高
校
卒
業
生
で
あ
る
。
ま

た
其
入
学
率
は
、
県
立
高
校
の
中
で
金
沢
市
内
に
あ
る
四
校
の
平
均
が
四
○
％
、
金

沢
市
外
一
一
一
高
校
平
均
が
三
○
％
、
木
学
附
属
高
校
が
約
六
○
％
で
あ
る
。
そ
の
他

に
市
立
、
私
立
、
女
子
、
夜
間
高
校
な
ど
一
七
校
あ
る
が
取
り
立
て
て
申
す
こ
と
も

な
い
。
要
す
る
に
、
農
山
村
の
児
童
は
都
市
の
そ
れ
に
較
べ
て
、
大
学
入
門
の
シ
キ

イ
が
高
い
、
そ
し
て
此
差
は
素
質
（
氏
）
の
た
め
で
は
な
く
し
て
育
て
方
の
た
め
、

即
ち
受
験
勉
強
の
悪
癖
に
禍
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の

こ
と
は
中
央
の
大
き
な
大
学
で
は
手
が
届
か
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
地
方
の
中
小
国
立

大
学
で
は
、
地
方
文
化
の
た
め
良
く
考
え
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
現
に
教
育
学
部
の

卒
業
生
で
も
田
舎
行
は
好
ま
な
い
し
、
医
者
な
ど
は
殆
ん
ど
行
手
が
な
い
。
一
国
を

く
ま
な
く
文
化
さ
せ
る
た
め
に
造
っ
た
国
立
大
学
卒
業
生
が
、
住
家
も
無
い
都
市
に

群
居
し
て
都
市
の
小
役
人
を
初
め
消
費
者
階
級
の
小
者
に
な
り
た
が
る
こ
と
は
、
今

将
に
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
で
あ
る
。

幸
い
金
沢
大
学
で
は
、
県
下
の
優
秀
生
が
主
力
を
占
め
て
い
る
、
こ
の
傾
向
は
今

後
益
交
助
長
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ろ
。
本
県
か
ら
東
京
や
近
畿
の
諾
大
学
を
志
願

し
て
入
学
す
る
者
も
相
当
あ
る
け
れ
ど
も
、
優
秀
大
学
へ
の
入
学
率
は
低
く
、
従
っ

て
浪
人
す
る
か
或
は
仲
間
に
対
す
る
見
え
と
で
も
申
す
か
、
東
京
や
近
畿
地
方
の
芳

溌鰯
・
鰯

蕊
＝
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刮鐡「

『１，２

「
ば
し
か
ら
ぬ
私
学
な
ど
に
横
ば
い
す
る
者
が
相
当
い
る
。
学
資
上
家
庭
の
迷
惑
は
も

う
と
よ
り
、
地
方
文
化
の
た
め
に
も
好
ま
し
か
ら
ぬ
現
象
で
あ
る
。
卒
業
者
の
就
職
率

で
み
て
も
、
本
年
五
月
現
在
で
本
学
は
少
さ
も
八
○
％
、
工
学
と
薬
学
と
は
全
国
に

Ⅲ
進
出
し
て
一
○
○
％
、
医
学
と
教
育
学
と
は
心
配
無
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東

大
に
お
け
る
就
職
率
は
当
時
五
○
％
に
充
た
な
い
と
聞
い
た
。
況
ん
や
関
東
近
畿
地

区
の
無
数
の
諸
大
学
に
於
て
垢
や
で
あ
る
。
私
は
以
前
か
ら
持
論
と
し
て
、
入
学
試

験
勉
強
に
一
生
懸
命
で
浪
人
生
活
を
数
年
間
も
や
っ
た
の
は
結
局
牛
後
の
群
で
あ

る
。
鶏
ロ
と
な
る
も
牛
後
と
な
る
な
か
れ
は
此
場
合
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。

田
舎
育
ち
の
優
秀
生
は
、
入
学
試
験
成
績
は
良
く
な
い
け
れ
ど
も
、
入
学
後
は
ず

ん
ず
ん
伸
び
る
し
、
性
格
も
朗
ら
か
で
あ
る
。
か
く
申
す
私
も
京
都
大
学
に
行
く
ま

で
は
、
真
の
山
家
育
ち
で
あ
り
ま
す
が
、
自
然
に
親
し
み
、
自
主
的
に
学
び
、
狐
狸

に
迷
わ
す
、
蛇
カ
ツ
に
お
じ
ず
、
人
間
到
る
処
青
山
あ
り
は
其
の
お
蔭
だ
と
思
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
私
は
本
学
に
は
北
陸
地
方
の
野
武
士
を
歓
迎
す
る
、
石
川
県
内
で

も
、
金
沢
市
よ
り
は
寧
ろ
郡
部
の
各
高
等
学
校
か
ら
、
優
秀
生
ら
は
ど
の
学
部
に
も

、
直
ぐ
入
学
し
う
る
途
を
講
じ
た
い
と
考
へ
て
い
る
。
都
会
の
予
備
校
な
ど
に
う
ろ
つ

い
て
い
た
の
は
望
ま
ぬ
。
其
変
り
に
高
等
学
校
時
代
に
優
秀
で
あ
っ
て
、
入
試
不
合

格
者
の
た
め
に
は
、
一
年
を
限
っ
て
予
備
校
の
よ
う
な
も
の
も
考
へ
て
お
る
。
目
下

文
部
省
で
立
案
中
で
あ
る
と
い
う
、
高
校
卒
業
生
を
四
階
級
位
に
わ
け
て
優
秀
な
受

Ⅷ
験
生
に
有
力
な
〈
ン
デ
イ
キ
ャ
ッ
プ
を
与
え
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
文
句
が
で
る
こ

と
と
察
す
る
け
れ
ど
も
、
大
乗
的
見
地
か
ら
私
は
賛
成
で
あ
る
。
進
学
率
が
よ
い
こ

と
を
誇
り
と
す
る
こ
と
は
教
育
の
根
本
に
傷
が
つ
く
し
、
有
害
な
学
校
選
択
熱
を
高

め
る
。

（
三
）
一
般
教
育
運
営
の
再
検
討

新
制
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の
必
要
性
は
皆
と
れ
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
遠

い
菅
方
法
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
非
難
が
あ
る
、
そ
の
非
難
も
、
大
学
に
よ
り
学
部

に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
由
来
大
学
基
準
協
会
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
苦
心
さ

れ
て
い
る
が
、
ピ
ン
か
ら
錐
ま
で
あ
る
各
大
学
を
一
様
に
す
る
と
と
そ
れ
自
体
に
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
設
備
の
整
っ
た
米
国
の
一
部
の
大
学
の
流
儀
を
持

、
込
ん
で
も
、
種
食
な
点
で
ソ
》
．
が
起
る
。
本
学
で
は
最
初
工
学
部
と
薬
学
部
か
ら
苦

情
が
勃
発
し
た
。
そ
こ
で
私
は
当
時
の
大
学
基
準
協
会
長
和
田
小
六
先
生
に
、
工
学

部
の
苦
情
を
訴
え
た
と
こ
ろ
、
和
田
さ
ん
曰
く
そ
ん
な
苦
情
は
新
制
大
学
の
何
物
た

鰯
．

為
痒
慰

一一慰
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る
か
を
知
ら
ぬ
か
ら
で
・
・
…
・
と
い
ろ
い
ろ
懇
切
に
話
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
一
一
一
年
半
前

和
田
さ
ん
が
逝
去
さ
れ
て
内
田
さ
ん
が
工
大
学
長
に
新
任
さ
れ
た
途
端
に
、
工
大

の
一
般
教
育
の
や
り
方
が
一
変
し
た
と
き
く
。
こ
ん
な
わ
け
で
工
学
部
辺
の
苦
情
は

無
理
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
か
た
が
た
本
学
で
も
数
年
前
か
ら
、
必
修
選
択
課

目
の
配
置
、
一
単
位
に
対
す
る
教
室
内
活
動
の
時
間
割
と
学
部
相
互
間
の
組
合
せ
等

に
つ
き
、
小
き
ざ
み
に
変
え
て
は
見
た
が
、
ど
う
も
面
白
く
な
い
。
そ
こ
で
昨
年
末

か
ら
一
般
教
育
検
討
委
員
会
を
つ
く
っ
て
、
各
大
学
の
実
状
と
基
準
協
会
の
意
向
を

１
１
１
「
‐

参
照
し
つ
つ
、
一
般
教
育
改
革
案
を
作
成
中
で
あ
る
。

ね
ら
い
の
主
点
は
、
最
初
に
述
べ
た
、
入
学
を
一
転
期
と
し
て
惰
癖
を
助
長
せ
し

め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
自
主
的
学
習
熱
が
高
ま
る
よ
う
に
、
そ
し
て
一
般
教
育

と
専
門
教
育
と
の
提
携
が
都
合
よ
く
運
ば
れ
る
よ
う
に
、
垂
だ
「
一
般
教
育
担
当
者
と

専
門
教
育
担
当
者
と
の
相
互
間
の
不
；
平
が
起
臼
ぬ
巽
ラ
に
、
Ｉ
各
学
部
の
意
向
を
綜
合

し
づ
妥
輕
協
口
つ
刀
Ⅶ
「
致
点
を
見
譽
だ
そ
う
と
心
得
て
い
る
。
な
る
べ
く
年
内
に
仕
上
げ

て
明
鎗
度
か
ら
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
案
瀕
で
き
た
ら
本
会
報
に
の
せ
て
頂

き
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
実
現
に
は
努
力
い
た
し
ま
す
が
、

大
学
の
教
育
基
準
を
あ
る
一
定
の
わ
く
の
内
に
定
め
る
よ
う
な
こ
と
を
干
渉
す
る
こ

と
は
よ
く
な
い
と
思
う
。

（
四
）
心
身
の
健
康
に
つ
い
て

私
が
申
す
と
、
ま
た
我
田
引
水
論
を
や
り
よ
る
と
い
う
方
も
あ
る
か
も
知
ら
ぬ

が
、
国
連
の
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
回
に
歌
わ
れ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
自
己
及
び

自
己
の
家
族
の
健
康
と
福
祉
と
を
享
有
す
る
権
利
を
有
し
、
国
家
と
個
人
と
は
相
携

え
て
こ
の
権
利
の
獲
得
に
努
力
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
一
○
世
紀
の
後

半
に
お
け
る
文
化
国
家
間
の
最
も
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
務
の
一
つ
で
あ
る
。
憲

法
第
二
五
条
に
は
、
す
べ
て
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権

利
を
有
す
る
と
あ
り
。
教
育
基
本
法
第
一
条
に
は
、
教
育
は
…
…
心
身
と
も
に
健
康

な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。
然
る
に
わ
が
国
で

は
、
依
然
と
の
問
題
に
対
し
て
公
私
と
も
に
真
剣
に
取
く
む
気
配
が
な
い
。
そ
の
証

拠
は
多
く
の
大
学
当
局
も
学
徒
も
健
康
教
育
に
つ
い
て
は
、
ほ
っ
た
ら
か
し
で
あ

る
。
沢
山
の
教
育
学
部
が
で
き
て
も
、
今
わ
が
国
の
背
景
に
適
当
し
た
と
こ
ろ
の
、

日
常
生
活
に
対
す
る
健
康
教
育
を
児
童
や
学
徒
に
如
何
に
し
て
授
け
る
か
を
考
究
し

よ
う
と
せ
ぬ
。
文
部
省
も
せ
い
ぜ
い
学
校
給
食
と
ス
ポ
ー
ツ
位
で
あ
る
。

（３）



健
康
教
育
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
健
康
学
習
と
健
康
指
導
と
で
あ
る
。
そ
し
て

今
こ
れ
に
関
す
る
文
教
対
策
の
実
状
を
み
る
に
、

Ｈ
現
行
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
一
般
編
に
は
、
健
康
教
育
は
、
あ
る
特
定
の

時
間
を
設
け
て
指
導
す
る
よ
り
も
、
教
科
の
学
習
や
、
教
科
以
外
の
活
動
の
す
べ
て

を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
望
し
い
と
、
体
裁
よ
く
逃
げ
て
お
る
。
そ
し
て
健
康
教
育
の
主
体
で
あ
る
保
健
学

習
に
は
特
に
時
間
を
設
け
て
い
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
ら
が
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
観
念
で
、
こ
の
新
し
い
、
そ
し
て
嘗
て
日
本
人
に
は
省
み

ら
れ
な
か
っ
た
健
康
教
育
が
勃
興
す
る
可
能
性
あ
り
や
否
や
、
心
も
と
な
ぎ
次
第
で

あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
観
念
に
立
つ
新
た
な
修
身
教
育
や
道
徳
教
育
の
復
興
も
大

に
や
ら
胆
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
が
、
健
康
教
育
は
主
だ
と
の
修
身
教
育
の
一
翼
で
あ

り
、
公
衆
衛
生
教
育
は
社
会
道
徳
教
育
の
一
翼
で
あ
る
。

口
中
学
校
並
び
に
高
等
学
校
に
お
け
る
健
康
教
育
は
、
現
在
保
健
体
育
教
科
の

一
部
を
あ
て
る
建
前
で
あ
り
、
理
科
、
家
庭
科
、
社
会
科
の
中
で
断
片
的
に
行
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
で
は
誠
に
不
行
届
で
あ
る
。
し
か
も
中
学
と
高
等
学
校
と
の
間
に
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
縦
の
連
絡
が
な
い
。

口
大
学
に
お
い
て
は
、
一
般
教
育
科
目
の
体
育
講
義
に
お
い
て
大
学
基
準
協

会
が
立
案
し
た
と
こ
ろ
の
、
個
人
衛
生
、
公
衆
衛
生
、
民
族
衛
生
、
衛
生
政
策
、
体

育
理
調
に
つ
き
二
単
位
を
必
修
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
、
こ

れ
を
担
当
し
う
る
能
力
者
の
い
る
大
学
は
少
数
で
体
操
の
先
生
が
競
技
の
規
則
を

講
義
し
た
り
す
る
か
ら
、
学
生
は
馬
鹿
に
し
て
い
る
。

要
す
る
に
今
わ
が
国
の
小
学
校
よ
り
大
学
に
至
る
全
教
育
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
る
健
康
教
育
は
、
各
校
ま
ち
ま
ち
で
内
容
は
貧
弱
で
憲
法
や
教
育
基
本
法

に
定
む
る
と
こ
ろ
の
わ
が
国
士
の
背
景
に
お
い
て
わ
れ
ら
の
心
身
の
健
康
を
保
全

す
る
た
め
に
必
須
な
科
学
的
教
育
は
、
毫
も
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
あ
る
者
は
い
う
、
君
が
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
も
、
現
在
わ
が
国
に
お

い
て
君
の
い
う
よ
う
な
健
康
教
育
を
立
派
に
講
義
し
う
る
者
が
何
程
あ
る
か
。
一

応
御
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
修
身
や
道
徳
教
育
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ

て
今
修
身
道
徳
教
育
の
再
検
討
が
さ
け
ば
れ
て
い
る
矢
先
に
処
し
て
健
康
教
育

の
再
検
討
を
叫
ぶ
の
は
私
の
義
務
で
あ
る
。
少
く
と
も
大
学
教
育
内
の
建
康
教
育
を

鶴
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担
当
す
る
に
差
詰
め
必
要
な
数
百
人
位
の
衛
生
学
及
び
公
衆
衛
生
学
の
概
念
を
把
握

し
て
い
る
者
位
は
、
文
部
省
と
厚
生
省
と
が
密
接
に
連
絡
す
れ
ば
求
む
る
に
難
く
は

な
い
。
そ
れ
位
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
で
も
世
話
し
う
る
と
思
う
。
こ
れ
を
基
底
と

し
て
、
先
ず
全
国
の
教
員
養
成
学
部
の
学
生
に
、
健
康
教
育
の
仕
方
を
体
得
せ
し
む

く
さ
で
あ
る
。
序
に
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
改
善
方
策
と
し
て
は
、
幸
い
本
年
四
月
京

都
で
開
か
れ
た
日
本
医
学
会
総
会
の
と
ぎ
、
日
本
衛
生
学
会
及
び
日
本
公
衆
衛
生
学

会
で
立
案
せ
ら
れ
た
、
学
校
健
康
教
育
強
化
に
関
す
る
建
議
と
要
望
書
を
参
考
せ
ら

れ
た
い
。

余
談
で
は
あ
る
が
、
私
は
以
前
か
ら
『
希
く
は
大
学
学
徒
は
身
体
強
剛
農
樵
漁
夫

の
加
く
而
し
て
心
士
君
子
の
如
く
あ
り
た
し
』
と
い
っ
て
き
た
。
戦
前
の
学
生
に
は

反
応
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
今
の
学
生
に
は
反
応
が
な
い
。
加
之
な
ら
す
、
戦

前
国
内
の
不
良
青
少
年
五
万
と
数
え
て
い
た
の
が
、
戦
後
一
躍
数
百
万
に
逆
上
し
た
、

こ
の
悲
惨
な
わ
が
国
の
実
状
に
対
し
て
、
教
育
者
は
責
任
が
な
い
と
い
え
る
か
。
こ

れ
ら
は
一
過
程
の
現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
と
に
角
現
下
の
大
問
題
で
あ
っ
て

医
学
上
か
ら
は
、
一
種
の
流
行
性
精
神
病
と
も
い
い
う
る
。
要
す
る
に
今
わ
が
国
の

教
育
は
、
六
、
三
、
一
一
一
、
一
一
一
、
四
の
各
教
育
階
層
を
通
じ
て
、
心
身
と
も
に
健
康
な

国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
で
あ
る
。

（
了
）

は
し
か
き

私
は
財
政
の
専
問
家
で
は
な
い
が
、
大
学
財
政
を
審
議
す
る
第
六
常
置
委
員
会
の

末
席
を
汚
す
者
と
し
て
垂
た
小
さ
い
大
学
で
は
あ
る
が
そ
の
運
営
に
責
任
を
も
つ

者
と
し
て
大
学
財
政
に
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
い
。
殊
に
大
学
運
営
の
中
枢
と
も

称
す
べ
き
給
与
予
算
の
根
本
的
改
変
で
あ
る
定
員
定
額
制
が
実
施
せ
ら
れ
ん
と
す
る

に
当
り
、
殆
ん
ど
の
大
学
長
が
事
前
に
そ
の
事
実
を
知
ら
す
、
決
定
後
も
そ
の
内
容

を
詳
か
に
せ
ず
．
た
だ
行
政
当
局
が
決
定
し
た
も
の
を
非
民
主
的
に
押
し
つ
け
ら
れ

ん
と
し
て
い
る
現
状
は
黙
視
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

定
員
定
額
制
の
実
施
と
大
学
の
立
場

清
水
勤
一
一

（
名
古
屋
工
業
大
学
長
、
第
六
常
置
委
員
会
委
員
）
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騨
一
。
鯵

露
一

鋼

（４）



そ
も
そ
も
こ
の
問
題
は
、
昭
和
一
一
十
九
年
八
月
十
三
日
の
閣
議
決
定
に
基
き
大
蔵

‐
省
が
昭
和
三
十
年
度
か
ら
定
員
定
額
制
を
強
化
し
、
人
件
費
の
標
準
予
算
を
編
成
す

る
方
針
を
定
め
、
昭
和
三
十
年
度
か
ら
そ
の
一
部
実
施
を
み
た
が
、
昭
和
一
一
一
十
一
年

：
度
か
ら
公
務
員
全
般
に
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
特
殊
公
務
員
で
あ
る

大
学
教
官
も
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
こ
と
が
、
本
三
十
年
六
月
の
国
立
大
学
協
会
の
総
会
に
突
如

と
し
て
文
部
当
局
か
ら
、
す
で
に
決
定
事
実
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
甚
だ
奇
異

を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
は
昨
年
八
月
閣
議
決
定
を
み
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
以
前
に
文
部
省
に
は
こ
の
こ
と
が
了
解
さ
れ
協
議
も
な
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ょ
し
ん
ば
大
蔵
省
ま
た
は
大
蔵
大
臣
の
独
断
で
閣
議
に
提

出
さ
れ
方
針
が
決
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
方
針
に
つ
い
て
大
蔵
省
か
ら
各
省

に
協
議
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
問
題
が
文
部
省
か
ら
閣
議
決

定
前
に
も
、
決
定
後
に
も
何
等
大
学
側
殊
に
国
立
大
学
協
会
に
提
起
さ
れ
ず
、
意
見

の
聴
取
も
な
く
、
実
施
段
階
に
至
っ
て
突
然
決
定
事
実
と
し
て
発
表
さ
れ
る
よ
う
な

や
り
方
は
、
選
だ
非
民
主
的
な
や
り
方
で
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
六
月
の
国

立
大
学
協
会
の
総
会
で
突
然
文
部
当
局
か
ら
、
発
表
が
あ
っ
た
と
き
、
筆
者
も
充
分

事
態
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
状
の
ま
ま
で
定
員
定
額
で
抑
え
ら
れ
て

は
未
完
成
で
充
実
さ
れ
て
い
な
い
大
学
は
非
常
に
困
る
し
、
大
学
間
に
も
充
実
の
度

・
合
に
相
当
の
不
均
衡
が
あ
る
の
で
こ
れ
ら
を
何
等
か
科
学
的
根
拠
に
立
っ
て
調
整

し
た
後
に
実
施
す
る
考
え
が
あ
る
か
否
か
を
質
問
し
た
の
で
あ
る
が
、
文
部
当
局
の

『
答
は
的
を
は
ず
れ
た
答
や
、
文
部
省
全
体
で
調
整
し
て
ゆ
け
ば
現
状
と
同
じ
よ
う
に

運
営
し
て
ゆ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
に
こ
の
問
題
に
対
し
て
何
等
質
問
が

な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
大
多
数
の
学
長
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
初
耳
で
あ
っ

て
、
定
員
定
額
制
の
何
た
る
か
を
理
解
す
る
暇
が
な
く
、
ま
た
こ
れ
が
身
に
迫
る
重

大
事
だ
と
の
自
覚
が
お
こ
ら
す
、
質
問
や
意
見
を
出
す
余
裕
が
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
る
。
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
い
ろ
い
ろ
な
学
長
に
意
見
を
聞
い
て
み
る
と
、

あ
の
時
は
何
の
こ
と
か
充
分
事
実
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
黙
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
ほ

と
ん
ど
全
部
で
あ
っ
た
。

た
ま
た
ま
、
国
立
大
学
協
会
か
ら
機
関
紙
に
執
筆
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
一
般
公
務

員
と
し
て
も
多
く
の
問
題
点
を
含
む
が
、
特
に
大
学
と
し
て
は
困
難
な
問
題
の
多
い

最
も
緊
急
な
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
人
事
行
政
」
第
六
巻
第
六
、
七
合
併
号
所
載

－
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の
人
事
院
給
与
第
一
一
課
長
高
柳
忠
夫
氏
の
書
か
れ
た
「
給
与
予
算
に
お
け
る
定
員
定

額
制
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
説
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
構
想
と
内
容
を
概
説
し
、
こ

れ
が
実
施
さ
れ
る
場
合
の
大
学
の
困
難
な
立
場
を
考
え
て
こ
れ
に
善
処
す
る
た
め
の

希
望
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

｜
、
現
行
俸
給
制
度
の
性
格

旧
憲
法
に
お
い
て
は
、
官
吏
は
天
皇
の
官
吏
で
あ
っ
て
そ
の
俸
給
は
身
分
絵
と
し

て
、
官
吏
の
体
面
を
保
つ
た
め
に
一
方
的
に
、
か
つ
、
恩
恵
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
国
家
公
務
員
は
、
国
民
全
体
へ
の
奉
仕
者
と
し

て
服
務
す
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
そ
の
支
給
さ
れ
る
給
与
も
一
般
勤
労
者
と
同
様

に
労
働
の
対
価
と
し
て
公
平
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
給
与
に

関
す
る
根
本
基
準
は
国
家
の
議
決
を
経
て
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

公
務
員
法
に
お
い
て
は
、
俸
給
は
職
員
の
福
祉
お
よ
び
利
益
を
保
護
し
、
職
務
の
遂

行
に
最
大
の
能
率
を
発
揮
す
る
よ
う
職
務
と
責
任
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
額
は
、
生
計
費
、
民
間
の
賃
金
と
均
衡
を
失
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
と
共
に
、
勤
続
期
間
、
勤
務
能
率
等
を
考
慮
し
た
昇
給

の
基
準
が
法
律
た
る
準
則
で
規
定
さ
る
べ
き
こ
と
を
明
か
に
し
、
俸
給
に
関
す
る
根

本
原
則
を
明
か
に
し
て
い
る
。
現
行
の
給
与
法
は
、
実
質
的
に
は
公
務
員
法
の
規
定

す
る
給
与
準
則
に
代
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
法
の
精
神
に
即
し
て
一
定
の
基
準

を
定
め
て
い
る
。

上
に
述
べ
た
ご
と
く
．
公
務
員
の
俸
給
は
統
一
さ
れ
た
基
準
に
よ
り
、
省
庁
や
組

織
の
差
別
な
く
公
平
に
支
給
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
支
給
は
適
法
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
趣
旨
を
確
保
す
る

た
め
に
俸
給
の
決
定
が
一
部
任
命
権
者
の
悉
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
法

律
の
保
護
の
下
に
ひ
と
し
く
公
平
な
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
な
基
準
が
定
め
ら
れ

て
い
る
反
面
、
一
般
勤
労
者
と
異
っ
て
給
与
等
に
関
し
て
も
団
交
権
の
制
限
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
措
置
が
完
全
に
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
再
び
給
与

配
分
の
不
公
平
、
身
分
的
差
等
が
胚
胎
し
、
公
務
員
制
の
運
営
に
混
乱
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

要
す
る
に
、
終
戦
後
昭
和
二
十
九
年
度
ま
で
の
公
務
員
の
俸
給
予
算
は
、
一
応
公

務
員
法
の
精
神
に
則
っ
た
俸
給
単
価
の
一
本
化
を
行
い
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
現
員
現
給

方
式
と
し
て
、
一
定
時
点
の
現
員
現
給
を
基
礎
に
、
昇
給
、
昇
格
等
の
原
資
を
も
考

阿鼻
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慮
の
上
、
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
支
弁
す
る
に
足
る
予
算
額
を
計
上
し
、
実
行

上
不
足
を
来
し
た
場
合
は
そ
の
不
足
額
を
補
填
す
る
方
法
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

二
、
定
員
定
額
制
の
構
想
と
内
容

政
府
は
最
近
に
お
け
る
公
務
員
の
人
件
費
累
増
の
傾
向
に
苦
慮
し
、
社
会
経
済
情

勢
安
定
化
の
趨
勢
と
に
ら
み
合
せ
て
こ
れ
を
抑
制
し
、
か
つ
、
予
算
編
成
技
術
の
簡

素
化
を
図
ら
ん
と
し
て
次
の
措
置
を
と
っ
た
。

⑪
昭
和
二
十
九
年
八
月
十
一
一
一
日
の
閣
議
に
お
い
て
昭
和
一
一
一
十
年
度
の
予
算
編
成

に
関
し
次
の
事
項
を
決
定
し
た
。

「
諸
物
価
そ
の
他
経
済
財
政
事
情
が
安
定
に
向
い
つ
つ
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

予
算
編
成
事
務
の
能
率
化
を
図
ろ
た
め
、
昭
和
三
十
年
度
の
各
省
各
庁
の
人
件

費
、
庁
費
等
に
つ
い
て
は
標
準
予
算
を
作
製
す
る
こ
と
」
「
昭
和
三
十
年
度
の

人
件
費
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
実
績
を
も
考
慮
し
つ
つ
定
員
定
額
方
式

を
更
に
厳
格
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
に
官
職
別
級
別
定
員
を
定
め
る
と

と
も
に
極
力
給
与
単
価
の
一
本
化
を
図
る
も
の
と
す
る
」

②
昭
和
一
一
十
九
年
十
一
一
月
二
十
七
日
付
の
大
蔵
省
事
務
次
官
通
達
（
蔵
計
第
一
一

五
七
三
号
）
に
よ
っ
て
、
上
記
閣
議
決
定
の
構
想
と
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
た
。

大
蔵
省
事
務
次
官
通
達
Ｉ
抄
ｌ

「
人
件
費
予
算
の
経
理
並
び
に
級
別
定
数
の
運
用
に
つ
い
て
」

１
現
員
現
給
制
と
定
員
定
額
制
と
に
よ
る
人
件
費
予
算
算
定
方
式
の
相
異

従
来
の
現
員
現
給
制
は
現
員
現
給
に
よ
り
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
支
弁

す
る
に
足
る
人
件
費
を
計
上
し
、
か
つ
実
行
上
に
不
足
が
生
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
そ
の
不
足
補
填
の
方
法
を
講
じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
定
員
定
額
制
は

ま
ず
新
た
に
官
職
名
別
級
別
定
員
を
定
め
、
こ
れ
に
一
定
の
給
与
単
価
を
乗
じ

て
算
定
し
た
も
の
を
も
っ
て
予
算
額
と
し
、
そ
の
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

職
員
の
給
与
を
管
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
…
：
…
・
…
（
略
）

な
お
、
官
職
名
別
定
員
は
組
織
の
改
廃
、
定
員
の
増
加
ま
た
は
減
少
が
な
い

限
り
、
ま
た
給
与
単
価
は
給
与
改
訂
が
行
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
変
更
さ
れ
ず
、
し

た
が
っ
て
次
年
度
以
降
の
給
与
予
算
額
は
定
員
ま
た
は
単
価
に
変
更
が
行
わ
れ

な
い
限
り
前
年
度
通
り
の
も
の
と
な
る
。

G慰
寸

二
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２
定
員
定
額
制
に
よ
る
給
与
予
算
の
経
理

Ⅲ
昇
給
昇
格
財
源

定
員
定
額
制
に
よ
る
給
与
予
算
に
は
、
原
則
と
し
て
昇
給
、
昇
格
に
要
す

る
財
源
は
見
込
ま
な
い
建
前
で
あ
る
か
ら
、
昇
給
、
昇
格
の
原
資
は
給
与

予
算
の
枠
内
に
お
い
て
生
み
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

回
昇
給
昇
格
等
に
よ
る
次
年
度
以
降
へ
の
影
響

昇
給
昇
格
等
の
実
施
に
よ
る
給
与
予
算
へ
の
影
響
は
、
そ
の
年
度
の
み
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
次
年
度
以
降
に
は
よ
り
大
き
く
響
く
も
の
で

あ
る
か
ら
、
定
員
定
額
制
に
よ
る
給
与
予
算
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
単
年

度
の
予
算
の
み
を
考
慶
し
て
昇
給
、
昇
格
は
実
施
で
き
な
い
こ
と
と
な

る
。
（
以
下
略
と

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
件
費
規
模
の
累
増
的
傾
向
を
将
来
に
お
い
て
避
け
る
た
め

に
、
ま
ず
新
た
に
官
職
名
別
定
員
を
定
め
、
こ
れ
に
一
定
の
給
与
単
価
を
乗
じ
て
算

定
し
た
額
の
総
計
を
も
っ
て
半
恒
久
的
な
人
件
費
の
組
織
予
算
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
官
職
名
別
定
員
は
組
織
の
改
廃
、
定
員
の
増
減
が
行
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
変
更
さ
れ

ず
、
ま
た
給
与
単
価
も
給
与
改
訂
の
行
わ
れ
な
い
限
り
改
訂
さ
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
予
算
が
固
定
さ
れ
る
結
果
定
員
定
額
制
に
よ
る
給
与
予
算
で
は
原

則
と
し
て
昇
給
昇
格
等
の
原
資
は
給
与
予
算
の
枠
内
で
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
も
単
年
度
の
予
算
だ
け
で
な
く
こ
れ
に
続
く
数
年
度
の
調
整
を
考
慮
し
て
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昭
和
三
十
年
度
一
部
実
施
せ
ら
れ
た
状
況
を
み
る
に
、
官
職
名
別
定
員
は
大
体
人

事
院
の
策
定
し
た
昭
和
三
十
年
度
の
級
別
定
数
を
基
準
と
し
て
お
り
級
別
俸
給
単
価

に
つ
い
て
は
大
体
次
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
一
般
職
の
八
級
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
の
現
員
現
給
を
基
礎
に
、

あ
る
種
の
推
定
を
加
え
、
一
一
一
級
以
上
に
つ
い
て
は
級
別
に
、
二
級
以
下
に
つ

い
て
は
括
り
の
う
ち
の
級
別
分
布
を
推
定
し
た
上
、
一
定
の
標
準
単
価
を
定
め

た
。

Ｂ
一
般
職
員
の
七
級
以
下
に
つ
い
て
は
、
当
該
組
織
の
俸
給
総
額
か
ら
上
記
Ａ
に

よ
っ
て
算
出
し
た
俸
給
総
額
を
差
引
い
た
額
を
、
そ
の
組
織
の
七
級
以
下
の
全
予

算
定
員
で
除
し
た
額
を
も
っ
て
俸
給
単
価
と
し
た
。

ｃ
特
別
俸
給
表
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
方
法
で
単
価
を
き
め
た
。
た
だ
し
、
個

ﾉ鰄懸｢

蕊
』
・
鰯

慰比

鰄
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女
の
組
織
の
予
算
総
額
は
、
級
別
単
価
と
は
別
個
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

ａ
昭
和
一
一
十
九
年
七
月
十
六
日
の
現
員
現
給
を
基
礎
に
省
庁
、
組
織
を
問
わ

ず
、
一
応
理
論
的
に
昇
給
昇
格
に
要
す
る
原
資
を
一
律
に
見
込
み
、
定
員
定
額

制
に
移
行
す
る
当
初
の
予
算
総
額
と
し
た
。

ｂ
昇
給
昇
格
の
原
資
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
十
六
日
の
現
員
現
給
を

基
礎
に
、
昭
和
二
十
九
年
中
の
昇
給
昇
絡
等
に
よ
る
ペ
ー
ス
の
自
然
増
を
二
・

五
％
三
十
年
度
の
昇
給
昇
格
の
原
資
を
一
一
・
一
一
一
％
（
昇
給
一
一
％
、
昇
格
○
．
’
一
一

％
）
と
し
て
計
四
・
八
％
を
見
込
ん
だ
。

以
上
定
員
定
額
制
の
構
想
お
よ
び
内
容
な
ら
び
に
昭
和
三
十
年
度
一
部
実
施
の
実

情
を
概
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
根
本
問
題
と
し
て
こ
の
財
政
的

要
請
が
民
主
的
制
度
と
し
て
の
公
務
員
法
の
精
神
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
否

か
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
る
場
合
の

問
題
点
は
、
定
員
と
俸
給
単
価
と
最
初
に
定
め
ら
れ
る
各
組
織
体
の
標
準
予
算
総
額

と
、
な
ら
び
に
昇
給
昇
格
に
要
す
る
原
資
の
問
題
で
あ
る
。
上
の
概
説
に
お
い
て
級

別
俸
給
単
価
決
定
の
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
職
に
つ
い
て
は
全

省
庁
の
級
別
平
均
俸
給
を
も
っ
て
単
価
と
し
、
大
学
教
官
の
よ
う
な
特
別
俸
給
表
に

よ
る
も
の
は
全
国
大
学
の
級
別
平
均
を
も
っ
て
単
価
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
各
組
織
体
当
初
の
標
準
予
算
の
設
定
に
は
、
昭
和
三
十
年
度
分
の
昇
給
昇
格
の

原
資
と
し
て
一
一
・
三
％
（
従
来
の
実
績
平
均
一
一
・
五
％
）
が
見
込
ま
れ
て
い
る
が
、

当
初
年
度
だ
け
見
込
ん
で
以
後
は
見
込
ま
な
い
の
か
、
次
年
度
か
ら
は
段
々
低
率
に

な
っ
て
つ
い
に
無
く
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
一
。
一
一
一
％
だ
け
は
毎
年
見
込
ん
で
ゆ
く

の
か
、
そ
の
点
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
大
蔵
次
官
の
通
達

に
も
「
原
則
と
し
て
昇
給
昇
格
に
対
す
る
財
源
は
見
込
ま
な
い
の
が
建
前
」
で
あ
る

か
ら
、
当
初
の
標
準
予
算
に
一
一
・
三
％
見
込
ま
れ
る
だ
け
で
、
後
は
そ
れ
が
定
員
の

変
更
や
、
給
与
改
訂
の
な
い
限
り
標
準
予
算
と
し
て
固
定
さ
れ
る
も
の
と
み
る
の
が

適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
不
明
な
点
を
上
の
よ
う
に
解
釈
し
て
次
に
こ
の
問
題
を
考

察
し
て
み
よ
う
。

三
、
定
員
定
額
制
の
考
察
と
大
学
の
立
場

定
員
定
額
制
が
採
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
お
そ
ら
く
第
一
に
現
在
の
現

員
現
給
制
で
は
逐
年
公
務
員
の
俸
給
予
算
が
累
増
膨
脹
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
、
第

二
に
戦
前
永
年
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
定
員
定
額
制
が
適
正
な
人
件
費
規
模

一
鈎

教
》

彦詞
（
蝿

函
把

を
標
準
予
算
の
枠
内
で
維
持
す
る
に
便
利
で
あ
っ
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
た
こ
と
の
一
一

つ
で
あ
る
と
思
う
。

第
一
の
現
員
現
給
制
は
、
最
初
に
説
明
し
た
よ
う
に
公
務
員
の
福
祉
と
利
益
を
保

護
し
、
公
務
員
の
生
活
水
準
が
民
間
人
の
生
活
水
準
と
均
衡
を
失
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
配
慮
せ
ら
れ
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
基
準
に
よ
っ
て
公
平
に
配
分
さ
れ
る

民
主
的
な
よ
い
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
声
が
無
い
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
職
務
の
遂
行
に
最
大
の
能
率
を
発
揮
す
る
よ
う
職
務
と
責
任

に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、
責
任
の
き
わ
め
て
重
い

人
と
甚
だ
軽
い
人
と
の
差
が
甚
だ
少
い
こ
と
、
お
よ
び
職
務
の
繁
閑
や
難
易
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
昇
給
昇

格
の
基
準
に
対
し
て
最
低
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
勤
務
年

限
と
勤
務
成
績
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
勤
務
成
績
の
評
定
は
重
大
な
過
失
や
病
気
、
長

欠
等
が
な
い
限
り
、
普
通
の
勤
務
を
し
て
お
れ
ば
昇
給
昇
格
を
は
ば
む
評
点
に
は
な

ら
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
か
ら
、
勤
務
年
限
に
関
す
る
最
低
の
条
件
を
充
し
さ
え
す

れ
ば
、
猫
も
杓
子
も
一
様
に
昇
格
昇
給
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
が
人
件
費
累
増
の
根
源
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
批
判
は
い
わ
ゆ
る
悪
平
等
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
民
主
的
運
営
に
は
あ
る
程
度
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
敗
戦
後
の
国

情
に
お
い
て
は
戦
前
の
身
分
給
と
ち
が
っ
て
す
べ
て
の
国
民
が
公
平
に
乏
し
さ
を
分

け
合
う
生
活
絵
的
意
義
を
も
つ
ら
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
力
が
充
分
回
復

し
た
と
き
は
是
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
現
状
に
お
い
て
も
適
当
な
緩
和
は
不
可
能

で
は
な
い
。
第
二
の
批
判
は
、
自
然
に
放
置
す
れ
ば
財
政
上
の
大
き
な
負
担
と
な

り
、
し
か
も
そ
の
負
担
の
増
大
は
雪
だ
る
ま
の
よ
う
仁
止
る
と
と
左
知
ら
な
い
状
態

に
な
り
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
政
府
を
し
て
定
員
定
額
制
を
と
ら
し
め
た
最
大

の
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
で
も
、
せ
っ
か
く
民
主
的
な
よ
い
制
度
を
変

え
な
い
で
昇
格
昇
給
の
条
件
を
最
低
条
件
と
し
な
い
で
、
あ
る
幅
を
も
た
せ
て
適

当
に
調
節
す
る
と
か
、
人
数
の
制
限
を
厳
に
す
る
と
か
、
賢
明
な
調
整
は
あ
り
そ
う

に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
財
政
当
局
に
お
い
て
充
分
検
討
さ
れ
た
こ
と
と
は
思
わ
れ

る
け
れ
ど
も
、
ひ
ろ
く
公
務
員
の
意
見
も
徴
せ
す
、
い
き
な
り
閣
議
決
定
に
よ
っ
て

封
建
時
代
に
永
く
実
施
し
た
定
員
定
額
制
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
封
建
制
度
へ
の
逆

行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
一
一
一
口
い
過
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
臭
い
の
濃
厚
な
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
定
員
定
額
制
が
封
建
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
じ
つ
け
ら

（７）



れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
採
用
す
る
前
に
ひ
ろ
く
公
務
員
に
論
議
せ
し
む
く
さ
で
あ

り
、
ま
た
こ
れ
が
民
主
的
で
あ
る
理
由
を
充
分
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
て
．
そ
の
採
ら

れ
た
手
段
は
き
わ
め
て
非
民
主
的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

定
員
定
額
制
が
と
ら
れ
て
昇
給
昇
格
の
原
資
を
見
込
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
各
組

に
織
体
の
俸
給
総
額
は
釘
づ
け
と
な
り
そ
の
枠
内
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

全
員
の
俸
給
を
釘
す
け
と
す
る
か
し
か
ら
ざ
れ
ば
高
級
者
の
首
を
切
っ
て
低
給
者
に

「
代
え
、
あ
る
い
は
多
く
の
欠
員
を
つ
く
っ
て
余
裕
財
源
を
残
し
た
上
で
昇
給
昇
格

を
行
う
以
外
に
方
法
は
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
強
制
的
に
行
わ
し
め
る
こ

と
が
封
建
的
非
民
主
的
で
な
い
と
ど
う
し
て
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
全
員
の
俸
給

を
釘
す
け
に
す
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
べ
く
し
て
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
欠
員
を
多
く
つ

く
る
こ
と
は
事
務
の
処
理
に
窮
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
人
事

の
新
陳
代
謝
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
強
行
し
な
け
れ
ば
他
に
方
法
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
人
事
を
管
理
者
が
強
行
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
俸
給
の
決
定
が
一
部
任

，
命
権
者
の
悲
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
を
防
が
ん
と
す
る
公
務
員
法
の
趣
旨
と
矛
盾

す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
精
神
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
定
員
定
額
制
の
も
た
ら
す
最
大
の
問
題
点
は
、
こ
の
制
度
は
封
建
的
性
格
の

強
要
で
あ
っ
て
、
民
主
主
義
崩
壊
の
大
き
な
要
因
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
、
こ

れ
を
最
も
深
く
蔓
う
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
戦
前
の
封
建
性
の
強
い
時
代
の
定
員
定
額
制
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
官
吏

の
性
格
し
た
が
っ
て
俸
給
の
意
義
が
現
在
の
民
主
汽
義
下
に
お
け
る
公
務
員
の
性
格

お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
俸
給
の
意
義
と
全
く
異
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
時
代
の

定
員
定
額
制
は
、
判
任
官
以
上
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
雇
傭
人
に
対
し
て
は

全
く
定
員
が
な
く
、
一
定
予
算
の
枠
内
で
個
人
契
約
の
よ
う
に
自
由
に
操
作
で
き
た

の
で
あ
る
が
、
現
在
の
公
務
員
制
度
で
は
給
仕
小
使
に
至
る
ま
で
全
部
定
員
化
さ

れ
、
こ
れ
に
定
員
定
額
制
が
採
用
さ
れ
る
と
全
く
動
き
の
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
予
算
操
作
の
自
由
度
に
お
い
て
封
建
時
代
の
そ
れ
よ
り
も
遥
に
窮
屈

で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
定
員
定
額
制
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
、
大
学
管
理
の
立
場
か
ら
大
学
の
特
殊

性
に
基
く
困
難
な
問
題
が
如
何
に
多
い
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

ｗ
⑪
大
学
の
特
殊
性
と
し
て
教
官
の
欠
員
が
非
常
に
多
い
こ
と

大
学
が
学
問
の
権
威
を
重
ん
十
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
教
官
の
選
任
は
還
だ

纐

Ｐ
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厳
重
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る
講
座
ま
た
は
学
科
に
欠
員
が
あ
っ
て
も
容
易

に
補
え
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
講
座
の
教
授
の
欠
員
が
あ
っ
て
る
、
後
継
の
人
が
教
授
と
な

る
資
格
が
な
く
、
他
の
大
学
か
ら
転
補
す
る
適
任
者
が
な
い
と
き
は
、
適
任
者
が

出
来
る
ま
で
欠
員
の
ま
ま
で
置
く
よ
う
な
場
合
が
多
く
、
助
手
一
人
採
用
す
る
場

合
で
も
将
来
助
教
授
、
教
授
に
進
む
人
で
あ
る
か
ら
慎
重
を
期
す
る
。

こ
の
よ
う
に
大
き
な
欠
員
の
ま
ま
で
定
員
定
額
制
を
適
用
せ
ら
れ
る
と
、
第
一

に
当
初
年
度
の
標
準
予
算
が
あ
る
期
日
の
現
員
現
給
を
基
礎
に
つ
く
ら
れ
る
か

ら
、
欠
員
の
も
の
は
除
外
せ
ら
れ
予
算
規
模
が
不
当
に
小
さ
く
な
る
。
そ
の
後
に

お
い
て
欠
員
を
補
う
場
合
に
も
、
お
そ
ら
く
定
員
の
範
囲
内
は
無
制
限
に
許
可
せ

ら
れ
る
の
で
な
く
、
そ
の
大
学
の
予
算
の
枠
内
で
操
作
で
き
る
範
囲
内
と
す
る

か
、
も
し
く
は
文
部
省
が
大
学
全
体
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
枠
内
で
操
作
す
る
以

外
に
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
も
一
、
二
年
は
融
通
が
き
い
て

も
、
す
ぐ
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
余
り
に
明
か
で
あ
る
。
こ
の
点
欠
員
の
ほ
と
ん
ど

な
い
他
の
官
庁
と
異
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
大
学
に
定
員
定
額
制
を
適
用
せ
ら
れ

る
と
最
も
困
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

②
大
学
の
特
殊
性
と
し
て
教
官
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
地
位
を
動
か
な
い
か
ら
、
新
陳

代
謝
の
割
合
が
甚
だ
低
く
、
し
た
が
っ
て
高
級
者
が
多
い
と
と

大
学
の
教
官
は
終
身
を
教
育
と
学
術
の
研
究
に
奉
仕
す
る
公
務
員
で
あ
る
か

ら
、
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
大
学
に
固
定
し
、
定
年
に
な
る
ま
で
は
他
へ
転
じ
な
い
と

い
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
現
在
定
年
制
を
布
い
て
い
る
約
三
○
校
に
つ
い
て
み
て

も
、
平
均
六
一
一
一
才
で
あ
っ
て
、
最
低
六
○
才
か
ら
六
七
才
迄
に
分
布
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
の
大
学
も
五
○
才
以
上
の
高
級
者
が
多
数
を
し
め
る
可
能
性
を

多
分
に
持
っ
て
い
る
。
現
在
有
為
な
る
多
数
の
青
壮
年
を
も
っ
て
陣
容
を
固
め
て

い
る
新
制
大
学
が
定
員
定
額
制
の
適
用
を
受
け
る
と
、
当
初
の
標
準
予
算
が
低
級

者
を
多
数
に
含
む
現
員
現
給
を
基
礎
と
し
て
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
固
定
せ
ら
れ
る

と
き
は
、
動
き
が
と
れ
な
く
な
り
、
運
営
上
至
大
の
困
難
を
感
ず
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
大
学
の
特
殊
性
と
し
て
新
陳
代
謝
が
き
わ
め
て
少
い
か
ら
、
標
準
予
算

の
枠
内
で
昇
給
昇
格
の
操
作
を
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
結
果

は
、
や
む
を
得
ず
俸
給
の
足
踏
み
と
か
釘
す
け
と
か
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
こ
れ

は
す
で
に
旧
憲
法
の
定
員
定
額
制
下
に
お
い
て
も
大
学
で
は
至
る
と
こ
ろ
に
そ
の

稗
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例
を
見
た
の
で
あ
っ
て
、
二
等
十
一
級
と
い
う
よ
う
な
人
権
を
無
視
し
た
俸
給
が

堂
堂
た
る
勅
任
官
に
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
無
謀
を

再
び
繰
返
し
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
当
時
は
職
務
俸
、
講
座
俸

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
程
度
補
填
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
は
こ
の
よ
う

な
措
置
が
何
ら
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
新
制
大
学
の
大
部
分
は
未
だ
甚
だ
未
完
成
の
状
態
に
あ
る
と
と

終
戦
後
の
教
育
改
革
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
六
’
三
’
一
一
一
’
四
制
が
採
用
せ
ら

れ
、
こ
の
結
果
す
べ
て
の
高
等
専
門
学
校
は
旧
制
大
学
に
吸
収
せ
ら
れ
る
か
、
新

た
に
多
数
に
出
来
た
地
方
大
学
の
一
学
部
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
専

門
の
単
科
大
学
と
し
て
独
立
し
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
三
年
制
の
高
等
専
門
学

校
か
ら
四
年
制
の
大
学
に
移
行
し
た
の
で
あ
っ
て
学
修
年
限
が
一
年
延
長
し
た

こ
と
と
大
学
の
規
模
に
な
っ
た
た
め
に
、
当
然
定
員
の
増
加
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
文
部
当
局
は
定
員
の
二
割
増
を
予
定
し
計
画
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
大
蔵
省

の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
せ
ら
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い

る
状
態
で
あ
る
。
各
昇
格
大
学
は
非
常
な
苦
心
を
し
て
陣
容
の
強
化
と
、
教
官
に

Ⅱ
過
負
荷
を
忍
耐
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
で
も
教
育
と
研
究
に
相
当
の
成
果
を
挙
げ

て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
に
お
い
て
、
定
員
定
額
制
を
適
用
し
、
昇
給
昇
格
が
事
実
上
出
来
な

い
と
す
れ
ば
、
昇
格
大
学
は
ま
す
ま
す
弱
体
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
昇
格

・
大
学
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
内
容
を
充
実
す
る
た
め
に
古
さ
を
去
り
、
新
進
の
人

材
を
多
数
採
用
し
て
い
る
の
で
、
②
に
述
べ
た
よ
う
に
当
初
標
準
予
算
は
い
ち
じ

る
し
く
低
位
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
に
対
し
て

は
特
別
俸
給
表
が
出
来
て
い
る
よ
う
に
、
特
殊
公
務
員
と
し
て
取
扱
い
、
大
学
だ

け
は
定
員
定
額
制
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ぱ
充
分
実
情
を
調
査
し

て
特
殊
な
例
外
的
措
置
を
講
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

四
、
む
す
び
ｌ
定
員
定
額
制
に
対
す
る
希
望

定
員
定
額
制
の
実
施
は
前
節
に
論
じ
た
如
く
、
旧
封
建
時
代
へ
の
逆
行
で
あ
り
、

「
民
主
体
制
崩
壊
の
動
因
と
な
る
可
能
性
が
強
い
か
ら
、
こ
れ
を
撤
回
し
て
他
の
民
主

的
な
方
法
で
公
務
員
俸
給
の
無
制
限
な
膨
脹
を
避
け
る
措
置
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
が
、
す
で
に
抜
い
た
剣
は
鞘
に
収
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
大

学
管
理
の
立
場
か
ら
次
の
こ
と
を
要
望
し
た
い
。

l蕊
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本
年
一
一
月
、
人
物
交
流
計
画
に
よ
る
米
国
政
府
の
招
待
に
よ
っ
て
、
米
国
駈
三
ヶ

月
間
視
察
し
、
次
で
帰
途
欧
州
に
廻
り
、
英
、
独
、
仏
、
瑞
西
、
伊
の
各
国
を
旅
行

出
来
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
少
く
と
も
世
界
情
勢
の
一
端
を
知
る
上
に
於
て
極
め

て
有
益
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
視
察
に
当
っ
て
は
、
予
旭
て
ア
メ
リ
カ
繁
栄
の
原

因
と
現
在
及
び
将
来
に
伏
在
す
る
諸
問
題
を
、
現
実
に
つ
い
て
研
究
し
、
併
せ
て
之

が
米
国
の
教
育
制
度
並
に
教
育
実
施
に
於
て
ど
ん
な
連
関
性
を
持
っ
て
い
る
か
を
知

り
度
い
の
が
私
の
視
察
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
特
に
私
の
見
た
か
っ
た
の
は
、
ル

ー
ズ
ベ
ル
ト
の
ｚ
の
ゴ
ロ
の
巳
以
来
ア
メ
リ
カ
の
景
気
政
策
の
支
柱
と
な
っ
た
公
共
事

業
投
資
の
典
型
た
る
ノ
ッ
ク
ス
ヴ
イ
ル
に
あ
る
Ｔ
・
ｖ
。
Ａ
の
現
状
と
、
も
う
一
つ
は

今
後
世
界
に
一
大
革
新
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
原
子
科
学
の
本
山
た
る
オ
ー
ク
リ
ッ

ヂ
の
見
学
で
あ
っ
た
。
地
域
的
に
も
両
者
は
極
め
て
接
近
し
、
関
連
し
好
都
合
で
あ

る
。
周
知
の
如
く
今
や
世
界
は
原
子
力
の
利
用
を
巡
っ
て
興
奮
し
、
之
が
戦
争
利
用

か
、
平
和
利
用
か
に
よ
っ
て
人
類
の
滅
亡
か
、
あ
る
い
は
前
代
未
聞
の
人
間
幸
福
を

生
ず
る
か
大
き
な
岐
路
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
人
類
の
運
命
の
鍵
左
托

せ
ら
れ
て
い
る
原
子
科
学
の
揺
篭
は
、
実
に
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
○
禺
四
后
の
市
に
初
主

り
、
且
つ
現
に
此
所
に
於
て
、
そ
の
最
大
の
発
達
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
子
科
学
は
、
初
め
そ
れ
が
、
原
子
爆
弾
に
利
用
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
研
究
自

体
に
就
て
さ
え
議
論
が
あ
り
一
部
で
は
そ
れ
が
人
類
の
破
滅
と
関
連
す
る
と
い
う
意

ａ
新
し
い
大
学
が
適
当
に
充
実
す
る
ま
で
大
学
を
定
員
定
額
法
の
適
用
か
ら

除
外
す
る
こ
と
。

ｂ
も
し
、
ど
う
し
て
も
大
学
に
も
適
用
す
る
な
ら
ば
、
当
初
標
準
予
算
を
現
員

現
給
に
基
か
す
、
大
学
設
置
法
の
定
め
る
定
員
を
基
礎
と
し
て
こ
れ
を
定
め
、

俸
給
単
価
は
級
別
平
均
を
あ
る
程
度
上
廻
ろ
も
の
と
し
一
一
・
三
％
程
度
の
昇
給

昇
格
原
資
が
、
毎
年
得
ら
れ
る
よ
う
に
特
別
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。

Ⅱ
。
ｖ
・
Ａ
と
原
子
力
博
物
館大
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味
で
そ
の
発
見
自
体
が
呪
咀
さ
れ
た
。
そ
れ
は
丁
度
嘗
て
黒
色
火
薬
を
使
用
し
て
い

た
際
、
チ
リ
ー
硝
石
の
独
占
的
支
配
を
逃
れ
る
た
め
に
綿
火
薬
、
叉
は
ダ
イ
ナ
マ
イ

ト
が
発
明
さ
れ
た
当
時
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
自
体
が
呪
咀
さ
れ
た
と
同
様
で
あ
っ
た
。

し
か
し
問
題
は
次
の
点
に
あ
ろ
う
。

Ｈ
一
度
発
見
さ
れ
た
原
子
力
の
秘
密
自
体
は
、
そ
れ
が
善
用
さ
れ
る
と
否
と
に

缶
拘
ら
す
、
特
に
危
険
又
は
弊
害
を
伴
う
か
ら
と
い
っ
て
之
を
未
知
の
既
往
に
押
し

‐
返
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
原
子
核
の
破
壊
と
そ
の
危
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
応
用
並

に
之
に
伴
う
諸
発
見
は
最
早
や
確
固
た
る
現
実
で
あ
る
。

ロ
従
っ
て
残
さ
れ
た
問
題
は
唯
原
子
力
を
戦
争
や
人
間
の
破
滅
に
使
用
す
る
の

で
無
く
、
平
和
と
人
間
幸
福
の
増
進
に
利
用
す
る
事
で
あ
り
、
又
そ
の
様
に
人
間
が

鴨
努
力
す
る
だ
け
が
大
切
で
あ
る
。

曰
原
子
力
と
放
射
性
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
利
用
が
将
来
人
間
の
た
め
如
何
に
幸
福

を
齋
す
か
は
未
だ
誰
れ
も
明
確
に
予
測
出
来
な
い
。
嘗
て
フ
ラ
ン
リ
ン
が
雲
か
ら
雷

「
気
を
誘
導
し
た
時
、
彼
は
唯
そ
れ
だ
け
を
知
り
、
今
日
の
如
き
Ｔ
ｏ
Ｖ
。
Ａ
の
大
ダ
ム

に
よ
る
大
発
電
又
は
原
子
力
に
よ
る
発
電
等
は
恐
ら
く
夢
想
も
し
得
な
か
っ
た
事
で

あ
ろ
う
。
マ
ル
コ
ー
ー
ー
が
無
電
送
信
を
考
え
た
時
、
果
し
て
彼
は
今
日
の
テ
レ
ヴ
イ

を
考
え
得
た
だ
ろ
う
か
。
又
ラ
イ
ト
兄
弟
が
初
め
て
飛
行
機
を
作
っ
た
時
、
彼
は
今

日
の
Ｄ
Ｃ
、
６
型
や
Ｂ
一
一
九
の
如
き
大
型
飛
行
機
を
考
え
得
た
だ
ろ
う
か
？
同
様

に
今
後
の
原
子
科
学
の
利
用
は
全
く
新
し
い
世
界
に
属
し
、
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
今
後

世
界
の
全
人
類
が
共
互
に
研
究
す
べ
き
問
題
で
あ
る
、
と
告
白
し
て
い
る
。
し
か
も

嘗
て
呪
咀
さ
れ
た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
今
や
鉱
山
採
掘
に
は
必
須
の
恩
恵
で
あ
る
。
と

同
様
、
原
子
科
学
の
内
放
射
性
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
は
医
学
、
農
業
、
工
業
、
曠
山
等
に

応
用
さ
れ
原
子
核
破
壊
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
発
電
、
運
輸
等
に
活
溌
に
利
用
さ

闇
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
事
は
又
後
段
に
述
べ
る
と
し
て
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
は
現
在
そ
の

价
最
大
本
山
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
人
々
が
之
を
視
察
せ
ん
と
念
願
す
る
の
も
蓋
し
当
然
で

あ
ろ
う
。
又
私
が
異
常
に
希
望
の
目
を
輝
か
し
、
私
の
プ
ル
ス
を
高
め
た
と
し
て

も
、
決
し
て
偶
然
で
な
か
ろ
う
。

Ｔ
ｏ
Ｖ
ｏ
Ａ
政
策
と
そ
の
功
罪
は
す
で
に
下
火
に
属
す
る
が
、
原
子
科
学
の
研
究
と

「
原
子
核
破
壊
事
業
並
に
之
に
伴
う
放
射
性
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
生
産
は
現
今
極
め
て
注

目
に
価
す
る
。
特
に
原
子
科
学
が
将
来
の
世
界
を
牛
耳
り
、
人
類
幸
福
の
運
命
を
左

‐
右
す
る
だ
け
、
之
に
伴
う
教
育
計
画
を
如
何
に
す
る
か
は
、
な
お
重
大
な
問
題
で
あ

鰯

？

零噸

鐵
一

伍

慰
一

ろ
。
日
本
は
原
子
科
学
に
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
今
や
、
そ
の
立
遅
れ
の
距
離
を
縮
め

消
極
的
に
は
そ
の
距
離
を
現
代
以
上
に
引
離
さ
れ
度
く
な
い
と
考
え
る
と
同
時
に
、

原
子
科
学
の
教
育
計
画
に
於
て
今
直
ち
に
着
手
し
て
も
決
し
て
遅
く
は
無
か
る
ま

い
。

一一

私
は
当
初
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
出
発
し
て
、
一
一
ユ
ー
ョ
ー
ク
を
経
て
、
主
と
し
て
東

部
地
方
の
大
学
、
教
育
施
設
等
を
見
学
し
た
。
そ
し
て
之
に
約
一
ケ
月
余
を
費
し
た

後
耐
特
に
ア
メ
リ
カ
教
育
委
員
会
に
依
頼
し
て
諸
般
の
手
続
き
と
紹
介
を
す
ま
し
た

後
、
テ
ネ
シ
イ
の
Ｔ
・
Ｖ
。
Ａ
と
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
の
見
学
に
向
っ
た
。
大
学
の
事
に
就

て
は
別
に
発
表
す
る
時
も
あ
ろ
う
。
蚊
で
は
Ｔ
・
Ｖ
ｏ
Ａ
と
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
の
原
子
科

学
事
情
、
特
に
頁
数
の
関
係
上
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
を
主
と
し
て
叙
述
し
て
見
度
い
。

忘
れ
も
し
な
い
。
ノ
ー
ス
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
の
ホ
ル
ス
テ
ン
教
授
に
送
ら
れ

て
、
グ
ラ
ム
市
の
近
辺
に
在
る
ラ
レ
イ
の
飛
行
場
を
出
発
し
た
の
は
夕
方
で
あ
っ

た
。
と
の
附
近
は
有
名
な
ヴ
ア
ー
ジ
ー
ー
ア
煙
草
の
中
心
地
で
あ
り
、
農
村
の
実
状
を

知
る
に
は
好
適
で
あ
る
。
土
地
は
必
ず
し
も
肥
沃
で
は
な
い
が
、
化
学
肥
料
に
よ
っ

て
や
せ
た
土
地
を
大
量
的
に
肥
沃
化
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
と
ま
れ
、
単
独
に

て
テ
ネ
シ
イ
州
の
奥
地
に
向
っ
て
飛
び
立
ち
、
し
か
も
途
中
で
航
空
会
社
系
統
の
関

係
か
ら
一
一
度
も
飛
行
機
を
乗
り
換
え
ね
ば
無
ら
な
い
の
は
正
直
に
い
っ
て
心
細
く
、

旅
愁
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
飛
行
機
上
か
ら
見
れ
ば
青
い
灯
、
赤
い
灯
で
美

し
い
都
市
の
上
を
何
回
も
通
過
し
、
機
は
山
の
奥
へ
向
う
。
段
々
光
の
少
い
、
山
河

の
上
を
越
え
て
闇
暗
の
深
い
森
の
奥
へ
、
ウ
ス
気
味
悪
く
吸
い
込
ま
れ
て
行
く
。
二

度
途
中
下
車
し
て
愈
互
目
的
地
の
ノ
ッ
ク
ス
・
ヴ
イ
ル
飛
行
場
に
着
い
た
。
飛
行

場
か
ら
ノ
ッ
ク
ス
・
ヴ
イ
ル
の
町
迄
は
可
な
り
遠
い
、
レ
ム
ジ
ン
に
す
早
く
乗
り
込

ん
で
、
予
約
し
て
置
い
た
ア
ン
ド
リ
ウ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ホ
テ
ル
に
着
い
た
の
は
、

か
れ
こ
れ
夜
の
十
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
ノ
ッ
ク
ス
・
ヴ
イ
ル
は
町
も
主
プ
ル
も
思
っ

た
よ
り
き
れ
い
な
処
で
あ
る
。
翌
日
早
朝
早
速
、
Ｔ
・
Ｖ
。
Ａ
本
部
を
訪
問
、
所
長

や
技
師
に
面
会
し
た
。
そ
し
て
テ
ネ
シ
イ
河
流
域
の
こ
の
地
方
が
も
と
も
と
多
雨
地

で
あ
り
、
河
や
湖
が
多
く
、
毎
年
の
よ
う
に
洪
水
に
悩
み
、
農
民
を
苦
し
め
た
時
代

か
ら
、
映
画
と
共
に
説
明
さ
れ
、
次
で
今
日
の
、
治
水
、
潅
慨
、
発
電
、
舟
航
へ
の

発
達
を
丁
寧
に
説
明
さ
れ
、
沢
山
の
諸
統
計
資
料
を
貰
っ
た
。
特
に
私
は
子
ね
て
こ

の
方
面
に
興
味
を
持
ち
研
究
を
し
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
所
長
と
特
別

碑』駁
、
》
蜂

鰯

鰔
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に
面
談
し
、
現
在
の
Ｔ
・
Ｖ
。
Ａ
の
運
営
状
態
並
に
議
会
の
之
に
対
す
る
態
度
等
を
説

明
し
て
呉
れ
た
。
特
に
公
益
事
業
と
し
て
の
諾
利
点
、
料
金
問
題
等
か
ら
、
之
を
民
間

事
業
に
払
下
げ
る
事
の
是
非
、
並
に
豊
富
低
廉
な
る
電
気
料
金
に
よ
っ
て
、
将
来
こ

の
地
が
化
学
工
業
そ
の
他
電
力
依
存
工
業
の
中
心
地
と
な
る
可
き
見
込
を
強
調
し
、

現
に
原
子
力
工
業
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
是
で
第
一
日
を
終

っ
た
。
第
一
一
日
は
朝
か
ら
車
を
出
し
案
内
の
技
師
莚
つ
け
て
遠
く
態
友
説
明
し
て
貰

う
親
切
を
受
け
た
。

車
は
同
行
の
ド
イ
ツ
人
と
共
に
Ｔ
・
Ｖ
。
Ａ
本
部
の
前
か
ら
テ
ネ
シ
イ
河
の
上
流
奥

地
に
ド
ラ
イ
ヴ
す
る
。
坦
食
た
る
ア
メ
リ
カ
の
中
部
の
平
原
地
か
ら
こ
の
辺
り
に
来

る
と
、
日
本
の
山
間
部
に
入
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
山
あ
り
河
あ
り
、
谷
あ
り

で
相
当
変
化
に
富
ん
だ
景
色
が
見
え
る
が
、
ど
こ
迄
行
っ
て
も
、
道
路
は
羨
ま
し

い
程
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
乗
心
地
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
。
最
近
完
成
せ
ん
と
す

る
殖
大
江
キ
ン
グ
ス
ト
ン
水
蒸
気
発
電
所
の
視
察
か
ら
Ｔ
・
Ｖ
。
Ａ
事
業
の
大
き
な
ル

ー
ド
ン
、
ノ
ー
リ
ス
等
の
ダ
ム
や
、
発
電
所
を
見
学
し
、
説
明
を
聞
い
た
。
治
水
、

潅
慨
、
発
電
悶
門
式
航
行
、
一
つ
と
し
て
そ
の
大
規
模
な
る
に
唯
一
驚
す
る
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
愈
堂
念
願
の
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
に
向
っ
た
。
途
中
丘
陵
性
の

山
を
何
度
も
上
下
し
て
行
く
、
道
路
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら

れ
、
幅
広
く
、
乗
り
心
地
は
快
適
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
は
丁
度
植
民
地
の
新
開
地
に
臨
ん
だ
よ
う
な
感
じ
が
強
い
所
で

あ
る
。
町
に
入
る
手
前
か
ら
新
し
い
急
造
の
住
宅
が
立
ち
並
び
、
又
大
型
自
動
車
を

家
に
し
た
移
動
住
宅
が
沢
山
並
ん
で
い
る
。
道
路
も
建
築
も
一
切
新
し
く
ス
タ
ー
ト

し
た
町
で
あ
る
。
実
際
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
は
ど
う
見
て
も
普
通
の
都
市
で
は
無
い
。

行
政
的
に
い
え
ば
、
当
市
は
米
国
政
府
の
所
有
す
る
土
地
に
造
ら
れ
た
町
で
あ
り
、

米
国
原
子
力
委
員
会
（
Ａ
・
Ｅ
。
Ｃ
）
が
管
轄
し
て
お
り
、
原
子
力
工
場
で
働
ら
く
、

労
務
者
の
住
宅
並
に
諸
施
設
迄
提
供
し
て
い
る
。
そ
し
て
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
民
、
一
一

万
一
一
一
千
人
の
内
、
僅
か
に
千
人
即
ち
一
一
十
一
一
一
分
の
一
の
人
が
直
接
原
子
力
委
員
会
の

た
め
に
働
ら
ぎ
、
残
余
の
者
は
こ
の
委
員
会
と
提
携
し
た
原
子
力
工
場
と
店
舗
に
関

係
し
て
い
る
。
そ
し
て
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
原
子
力
事
業
の
従
業
員
の
約
九
割
は
□
曰
・
ロ

○
日
亘
旦
の
四
目
○
日
す
。
□
○
豈
の
目
○
四
］
の
○
・
口
宮
二
に
傭
わ
れ
て
い
る
。
同
社
は
１

－
－
オ
ン
・
カ
ー
バ
イ
ト
・
カ
ー
ボ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
支
社
で
あ
る
が
、
此

処
で
は
三
つ
の
主
た
る
研
究
と
生
産
機
械
の
据
付
け
を
や
っ
て
い
る
。

鰔̄
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原
子
力
委
員
会
は
、
な
お
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
原
子
核
研
究
所
、
一
プ
ネ
シ
イ
大
学
そ
の
他

多
く
の
営
造
物
と
提
携
し
て
い
る
。
一
体
何
故
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
の
よ
う
な
田
舎
の
不

便
な
所
に
原
子
カ
エ
場
が
出
来
た
か
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
内
一
つ
は
今
以
て

秘
密
に
さ
れ
て
居
る
が
、
し
か
し
他
の
理
由
は
、
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
戦

時
と
の
原
子
力
工
場
が
作
ら
れ
た
頃
は
、
米
国
の
各
都
市
は
、
す
で
に
軍
需
生
産
で

一
杯
に
な
っ
て
て
行
き
詰
っ
て
い
た
。
即
ち
電
力
、
住
宅
、
工
場
等
皆
黙
り
。
し
か

る
に
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
は
附
近
に
Ｔ
・
Ｙ
Ａ
の
豊
富
な
電
力
と
多
く
の
湖
と
河
水
を
有

し
、
且
つ
比
較
的
疎
開
さ
れ
た
遠
隔
地
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
地
は
南
西
は
ク

リ
ン
チ
河
に
取
り
巻
か
れ
、
地
理
的
に
は
米
国
の
中
部
に
位
し
て
格
好
江
安
全
地
帯

で
あ
る
。
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
選
定
の
マ
ン
〈
シ
タ
ン
地
区
の
掲
げ
た
理
由
に
よ
れ
ば
、

一
、
大
き
な
人
口
密
集
地
よ
り
離
れ
て
い
る
と
と

二
、
自
然
的
障
壁
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
、
平
地
に
於
て
、
大
き
な
数
工
場
が
可
能

な
こ
と

三
、
多
量
の
電
力
が
得
ら
れ
る
こ
と

四
、
大
き
な
水
源
に
近
い
と
と

五
、
鉄
道
自
動
車
等
の
交
通
に
便
利
な
こ
と

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
町
は
四
口
・
丙
○
罠
短
后
の
の
南
傾
斜
地
の
背
部
と
麓
に

あ
り
、
格
好
で
あ
る
。
序
に
オ
ー
ク
、
リ
ッ
ヂ
○
鳥
四
月
の
の
地
名
は
「
樫
山
の

背
」
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
の
建
設
は
、
一
九
四
三
年
に
初
ま

り
二
一
年
半
か
か
っ
て
い
る
。
当
巾
は
若
い
人
が
多
い
た
め
に
、
米
国
随
一
の
出
生

率
を
示
し
、
三
万
一
一
千
の
住
民
中
、
八
千
人
は
就
学
児
童
で
あ
り
、
未
就
学
の
子
供

も
殆
ど
同
数
い
｝
宅

工
場
は
自
然
の
山
間
に
在
り
、
山
が
自
ら
障
壁
と
な
り
、
安
全
で
あ
る
。
気
化
融

合
工
場
、
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
製
造
所
、
研
究
所
樹
特
に
生
物
、
化
学
、
物
理
、
工
学
等
の

基
礎
及
び
応
用
研
究
所
等
が
あ
る
。
当
市
は
戦
時
の
盛
ん
な
時
に
は
人
口
七
万
五
千

人
も
あ
っ
た
が
、
今
日
で
も
一
一
一
万
一
一
千
人
以
上
い
る
。
エ
場
の
周
囲
は
鉄
条
網
の
柵
左

廻
ら
し
、
従
業
員
、
特
別
許
容
者
以
外
は
入
れ
な
い
。
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
は
工
場
の

東
北
部
に
あ
り
、
国
有
地
の
九
十
平
方
哩
の
内
、
一
一
十
哩
を
占
め
て
い
る
。
一
九
四

八
年
よ
り
四
九
年
に
か
け
て
、
隣
接
地
が
開
発
さ
れ
、
四
五
三
家
族
を
入
れ
る
、
二

九
の
田
園
型
の
ア
。
ハ
ー
ト
が
出
来
た
。
之
は
従
来
一
時
的
の
家
屋
で
は
割
高
に
つ
い

た
か
ら
で
あ
る
。
又
他
の
地
域
に
五
○
○
個
の
住
宅
と
三
五
○
の
新
ア
。
〈
－
卜
、
一
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○
○
○
個
の
列
式
新
型
住
宅
、
五
○
○
個
の
新
住
宅
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
又
新
し

く
中
央
商
店
街
が
作
ら
れ
、
高
等
学
校
も
グ
ラ
ン
マ
ー
、
ス
ク
ー
ル
も
二
校
竣
工
さ

れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
極
め
て
モ
ダ
ー
ン
な
建
築
物
で
あ
る
。

オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
市
は
通
常
の
市
会
と
か
市
議
会
の
代
り
に
米
国
原
子
力
委
員
会
の
オ

ー
ク
リ
ッ
ヂ
監
理
事
務
所
が
あ
る
。
そ
し
て
之
が
直
接
担
当
者
と
契
約
を
結
び
、
警

察
、
消
防
、
市
街
建
設
維
持
、
電
気
ガ
ス
等
の
市
行
政
を
や
っ
て
い
ろ
。
オ
ー
ク
リ

ッ
ヂ
の
学
校
制
度
は
制
度
自
体
は
自
主
的
だ
が
、
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
地
区
学
校
と
提
携

し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
商
人
及
び
商
業
施
設
は
長
期
借
地
又
は
許
可
契
約
の
下
に

行
わ
れ
て
い
る
。
市
長
は
重
大
な
時
交
替
す
る
だ
け
で
あ
る
。
教
会
は
例
外
的
に
土

地
所
有
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
住
宅
そ
の
他
の
財
産
は
原
則
と
し
て
Ａ
Ｅ
Ｃ
が
管
理

し
て
い
る
が
、
昨
年
初
め
て
住
宅
保
護
法
の
下
に
売
貸
用
の
個
人
住
宅
が
建
築
さ
れ

た
。
之
が
最
初
の
民
間
住
宅
で
あ
る
。
そ
こ
が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
市
は
元
来
一
プ
ネ
シ
イ

川
内
の
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
の
島
の
よ
う
で
あ
る
が
、
段
汽
に
］
・
ロ
①
の
す
。
Ｈ
・
の
如

き
自
治
州
の
一
部
に
似
て
来
つ
つ
あ
る
。
そ
し
で
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
と
い
え
ば
、
原

子
力
、
原
子
力
と
い
え
ば
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
を
想
起
す
る
程
、
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
は
今
や

名
実
共
に
、
原
子
力
時
代
の
揺
篭
期
を
過
ぎ
て
、
成
熟
し
切
っ
た
米
国
最
大
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
、
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
米
国
中
で
の
最
大
の
各
種
原
子
力
研
究

所
、
生
産
工
場
が
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
此
処
に
は
米
国
原
子
力
委
員
会
Ａ
Ｅ
Ｃ

の
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
事
務
局
が
あ
る
。
之
は
七
つ
の
地
域
を
管
轄
し
て
お
り
、
オ
〈
イ

オ
州
の
デ
イ
ト
ン
地
域
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
ポ
ー
ッ
マ
ス
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
州

の
パ
ヅ
ヵ
地
域
、
オ
〈
イ
ョ
州
の
フ
エ
ル
ノ
ー
ル
ド
地
域
、
ミ
ヅ
リ
ー
の
セ
ン
ト
ル

イ
ス
地
域
、
一
一
ユ
ー
ヂ
ャ
ー
シ
イ
の
一
一
ユ
ー
グ
ル
ン
ス
ウ
イ
ッ
ク
地
域
に
分
れ
て
い

る
。
そ
し
て
デ
イ
ト
ン
附
近
の
マ
ウ
ン
ド
研
究
所
は
重
要
な
研
究
施
設
を
持
っ
て
い

る
。
。
ハ
ヅ
ヵ
に
は
気
化
融
合
法
に
よ
っ
て
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
を
分
離
す
る
十
億
弗
工
場

が
建
設
中
で
あ
り
、
オ
〈
イ
オ
の
ポ
ー
ッ
マ
ス
附
近
で
は
、
十
二
億
弗
の
気
化
融
合

工
場
が
、
又
オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
で
は
Ｋ
ｌ
配
附
近
に
四
億
六
四
万
ド
ル
の
気
化
融
合
工

場
が
出
来
つ
つ
あ
る
。
又
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
分
離
の
た
め
の
電
磁
工
場
が
あ
る
。
国
立

オ
ー
ク
リ
ッ
ヂ
研
究
所
、
ウ
ラ
ン
原
子
炉
、
サ
イ
ク
ト
ロ
ン
も
皆
乙
と
で
行
わ
れ
、

ご
目
ｑ
の
⑦
国
口
庫
発
電
機
○
・
・
戸
貝
・
ヰ
ー
ニ
ニ
・
ロ
加
速
機
、
そ
の
他
の
原
子
核
装
置

等
も
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
。
又
テ
ネ
シ
イ
大
学
は
Ａ
Ｅ
Ｃ
と
結
ん
で
陣
の
の
」
・
口
官
・
‐

言
・
の
Ｈ
の
食
用
動
物
へ
の
影
響
を
研
究
す
る
大
き
な
実
験
農
場
を
持
っ
て
い
る
。
原

鱒

◆

、潟;;７

慰
一

、

愈
一

子
核
研
究
所
で
は
、
原
子
科
学
の
研
究
と
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
即
ち
米
国
各
州
及

び
外
国
か
ら
放
射
性
同
位
原
素
の
使
用
法
を
短
期
講
習
し
て
い
る
。
又
ガ
ン
手
術
に

対
す
る
放
射
性
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
研
究
を
為
し
、
ア
メ
リ
カ
原
子
力
博
物
館
を
経
営

し
、
米
国
に
秀
れ
た
科
学
者
を
供
給
す
る
た
め
、
広
く
奨
学
金
を
出
す
計
画
を
持
っ

て
い
る
。

原
子
力
博
物
館
し
曰
①
口
・
目
冨
口
の
①
ロ
日
・
能
諄
・
目
・
因
ご
臼
空
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン

に
在
る
五
人
の
委
員
か
ら
成
る
米
国
原
子
力
委
員
会
通
称
Ａ
・
Ｅ
。
ｃ
の
た
め
に
、
オ

ー
ク
リ
ッ
ヂ
の
原
子
核
研
究
所
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
非
営
利
的
組
織
で
、
三
十
一
一

大
学
が
関
連
し
て
い
る
。
Ａ
Ｅ
Ｃ
と
の
契
約
の
下
に
、
多
く
の
研
究
と
講
習
を
や
っ

て
い
る
。
館
は
平
家
建
で
、
内
部
に
は
多
く
の
模
型
、
図
示
、
写
真
、
統
計
、
地
図

が
展
示
さ
れ
、
原
鉱
、
そ
の
地
理
的
分
布
、
原
子
炉
の
模
型
、
ウ
ラ
ン
、
一
一
一
一
一
五
、

一
一
三
八
の
秘
密
説
明
、
原
子
核
破
壊
の
有
様
、
連
鎖
爆
発
の
状
況
、
マ
ジ
ッ
ク
。
〈

ン
Ｆ
の
実
演
、
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
の
医
学
、
農
業
、
鉱
工
学
へ
の
応
用
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
交
通
運
輸
、
発
電
等
へ
の
利
用
等
に
、
万
般
に
対
し
て
平
易
簡
明
に
教
え
て
呉

れ
、
実
に
多
く
の
資
料
が
手
に
入
る
。
一
般
人
は
勿
論
大
学
生
か
ら
高
校
生
徒
ま
で

先
生
に
引
率
さ
れ
て
現
場
で
説
明
を
受
け
て
い
る
。

一』－

私
が
特
に
興
味
と
関
心
を
惹
い
た
の
は
、
米
国
で
は
科
学
者
を
要
望
し
て
い
る
の

に
、
必
ず
し
も
共
が
増
大
し
な
い
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
今
後
一
九
七
○
年
と
一
九

八
○
年
の
研
究
成
果
と
今
後
の
穂
衰
は
現
在
の
小
、
中
、
学
校
生
徒
如
何
に
在
る
か

ら
、
之
等
の
児
童
に
科
学
教
育
を
普
及
す
る
事
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に

「
科
学
展
示
会
叉
は
巡
廻
講
習
会
」
を
な
し
、
普
通
の
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
補
充

を
な
す
事
業
を
や
っ
て
い
る
事
で
あ
っ
た
。
叉
前
記
、
ａ
の
ロ
・
の
甸
胃
三
・
房
科
学
展

示
会
事
業
の
地
方
会
議
が
行
わ
れ
、
生
物
、
化
学
、
工
学
、
数
学
、
物
理
、
研
究
所

の
事
業
、
産
業
発
達
等
の
平
易
な
展
示
会
を
行
っ
て
地
方
の
児
童
や
一
般
人
の
興
味

と
関
心
を
高
め
つ
つ
あ
る
。
又
、
原
子
力
委
員
会
は
多
く
の
資
料
や
フ
イ
ル
ム
を
貸

与
し
教
育
に
資
し
て
い
る
。
特
に
各
種
の
カ
ラ
ー
。
フ
イ
ル
ム
、
映
画
等
を
作
成
し

て
、
科
学
の
普
及
発
展
に
供
し
て
い
る
。

今
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
、
日
本
は
原
子
科
学
の
研
究
に
力
を
入
れ
る
と
同
時
に

平
行
的
に
そ
の
教
育
の
普
及
に
出
発
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

駁１４螺mmF
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大
学
が
新
ら
し
い
制
度
の
下
に
発
足
し
て
か
ら
六
年
余
に
な
る
が
、
大
学
教
育
は

今
な
お
幾
多
の
反
省
す
べ
き
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
高
校
以
下
の
教
育
に
つ
い
て

は
、
見
る
眼
が
多
い
だ
け
に
、
可
な
り
多
く
の
論
議
と
改
善
が
行
わ
れ
て
来
た
が
、

大
学
教
育
に
つ
い
て
は
、
論
議
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
と
い
う
目
ぼ
し
い
改
正
は
行
わ

れ
な
い
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
大
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

今
ま
で
の
経
験
に
照
し
て
反
省
し
、
改
め
る
べ
き
こ
と
は
改
め
て
行
く
べ
き
段
階
に

立
ち
到
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

大
学
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
は
、
結
局
長
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
的
で
あ
っ
た
の
を
、

充
分
に
自
主
的
な
検
討
と
準
備
を
持
ち
得
な
い
事
情
の
も
と
に
、
急
速
に
ア
メ
リ
カ

式
に
切
り
か
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
因
由
し
て
い
る
。
日
本
の
大
学
が
ア
メ
リ
カ
式
に

な
っ
た
こ
と
は
、
勿
論
一
面
に
お
い
て
は
独
逸
式
の
窮
屈
な
ア
ヱ
プ
ミ
ズ
ム
に
風
通

し
を
よ
く
し
て
、
社
会
生
活
に
窓
を
開
い
た
点
で
意
義
あ
る
改
革
で
あ
っ
た
と
は
思

う
が
、
同
時
に
基
礎
的
な
学
問
研
究
の
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
学
力
の
低
下
と
し
て
大

学
本
来
の
使
命
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
事
実
は
否
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
又
一
般
教
育
を
重
視
し
て
良
識
の
あ
る
人
間
を
作
ろ
う
と
し
た
こ
と
も
ね
ら
い

と
し
て
は
、
従
来
よ
く
あ
っ
た
よ
う
な
偏
狭
な
専
門
家
や
知
性
人
を
作
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
当
然
の
望
ま
し
い
改
革
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
も
果
し
て
実

効
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
か
否
か
は
大
い
に
問
題
だ
。
第
一
こ
れ
に
当
る
教
官
の
心
構
え

も
不
充
分
で
あ
り
、
設
備
も
出
来
て
い
な
い
し
、
学
生
も
先
を
急
い
で
た
座
な
り
に

単
位
だ
け
稼
ぐ
と
い
う
風
で
中
途
半
端
な
や
り
方
に
終
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
は

な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
ア
メ
リ
カ
式
の
大
学
理
念
は
、
経
済
的
・
社
会
的
叉
民
族

心
理
的
事
情
に
お
い
て
大
き
な
懸
隔
の
あ
る
日
本
の
国
情
か
ら
見
て
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
真
似
よ
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
っ
て
あ
た
か
も
借
衣
を
着
て
歩
い
て
い
る
よ

う
な
こ
と
に
終
る
お
そ
れ
は
多
分
に
あ
う
言

そ
こ
で
先
ず
反
省
す
べ
き
点
は
、
ア
メ
リ
カ
式
の
大
学
理
念
と
そ
の
制
度
が
日
本

.』橇可Ｌ

大
学
教
育
へ
の
反
省

和
歌
山
大
学
長
岩
崎
真
澄

八
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Ｐ
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雨
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蕊

Ⅷ
当

の
実
情
に
対
し
て
ど
の
程
度
妥
当
し
得
る
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
教
育
の
実
態
を
究
明
し
て
そ
の
長
所
は
今
後
も
充
分
仁
尊
重

し
保
存
す
る
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
と
は
可
な
り
性
格
の
違
う
西
欧
特
に
日
本
と
国
情

の
よ
く
似
て
い
る
独
逸
の
そ
れ
を
も
参
照
し
、
日
本
の
経
済
力
を
に
ら
み
合
わ
せ
な

が
ら
、
日
本
の
自
主
的
な
大
学
の
在
り
方
を
研
究
し
て
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
ア
メ
リ
カ
が
残
し
て
行
っ
た
教
育
制
度
そ
の
も
の
は
、
今
で
は
よ
ほ
ど
落

ち
つ
い
て
来
た
し
、
又
い
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
根
幹
を
ゆ
る
が
す
程
の
改
革
は

必
要
で
は
な
く
又
不
可
能
に
近
い
と
思
う
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
や
や
り
方
に
つ
い

て
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
現
に
今
問
題
と
さ
れ
て
い
る
私
学
の
現
状
に
つ

い
て
は
、
若
干
の
優
れ
た
大
学
を
除
い
て
、
大
い
に
検
討
の
必
要
が
あ
り
、
又
中
途

半
端
に
な
っ
て
い
る
短
大
の
問
題
も
早
急
に
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
中
教
審
に
諮
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
望
ま
し
い
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

又
専
門
学
校
を
な
く
し
て
す
べ
て
を
大
学
と
し
、
表
看
板
は
旧
制
も
新
制
も
大
学

と
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
旧
制
大
学
で
あ
っ
た
大
学
は
強
力
な
教
授
陣

容
と
充
実
し
た
研
究
施
設
を
持
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
予
算
の
配
分
に
お
い
て

格
段
の
優
位
を
保
持
し
つ
つ
ま
す
ま
す
充
実
し
て
行
く
の
に
反
し
、
専
門
学
校
が
昇

格
し
た
新
制
大
学
は
も
と
も
と
弱
体
で
あ
っ
た
上
に
昇
格
後
も
一
部
を
除
い
て
は
い

わ
ば
生
み
つ
離
し
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
見
る
時
に
、
一
体
新
制
大
学
は

何
処
に
行
く
の
か
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
焦
燥
感
と
危
倶
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
大
学
に
な
っ
た
以
上
は
何
と
か
し
て
一
人
前
の
大
学
に
育
て
上
げ
た
い

熱
意
に
燃
え
て
努
力
を
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
ま
す
ま
す
懸
隔
が
大
き
く

な
る
ば
か
り
で
国
家
は
将
来
こ
れ
を
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

に
わ
れ
わ
れ
地
方
の
新
制
大
学
に
関
係
し
て
い
る
者
と
し
て
大
き
な
悩
み
が
あ
る
。

こ
の
外
に
も
制
度
的
財
政
的
内
容
的
に
幾
多
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
反
省
し
て
見
た
い
と
思
う
問
題
は
、
大
学
は
い
か
な
る
人
間
を

作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
大
学
理
念
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
学
校
教
育
法

で
は
、
小
学
校
か
ら
大
学
に
至
る
ま
で
人
間
の
資
質
能
力
の
育
成
、
換
言
す
れ
ば
人

間
形
成
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
大
学
の
場
合
は
、
一
応
完
成
教
育
を

旭
ら
っ
て
い
る
高
校
以
下
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学
問
研
究
と

い
う
点
で
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
新
教
育
全
般
を
通
す
る
人
間
形

（１３）



成
と
い
う
点
で
は
高
校
以
下
の
学
校
教
育
と
何
等
区
別
さ
れ
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
専
門
教
育
は
多
少
犠
牲
に
し
て
も
一
般
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
均
衡
の
と
れ
た
良
識
あ
る
人
間
を
作
り
そ
の
基
盤
の
上
に
専

門
家
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
新
制
大
学
の
本
来
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
う
。

し
か
し
実
情
は
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
趣
旨
は
極

め
て
い
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
教
官
に
も
学
生
に
も
社
会
人
に
も
充
分
理
解
さ

れ
て
い
な
い
。
た
と
え
理
解
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
現
状
に
対
す
る
失
望
感
が
あ

る
。
そ
こ
で
一
般
教
育
は
却
っ
て
軽
視
さ
れ
た
り
、
又
専
門
教
育
の
予
備
的
コ
ー
ス

で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
場
合
が
起
り
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
大
学
の
教
官
は

概
し
て
旧
制
大
学
的
な
専
門
家
養
成
を
目
指
す
こ
と
に
の
み
窮
々
と
し
て
、
か
つ
て

の
旧
高
校
の
な
く
な
っ
た
穴
埋
め
を
し
よ
う
と
し
な
い
。
制
度
的
に
決
め
ら
れ
て
あ

る
か
ら
止
む
を
得
ず
や
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
さ
え
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は
な
る

べ
く
早
く
切
り
上
げ
て
、
少
し
で
も
専
門
科
目
の
時
間
を
増
そ
う
と
す
る
。
一
般
教

育
は
こ
の
よ
う
に
先
ず
教
官
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
考
え
て
見
る
と
、
教
官
の
み
の
責
で
は
な
い
。
学
部
に
よ
っ
て
は
専
門
家
を

作
る
の
に
は
シ
ー
ー
ア
ー
コ
ー
ス
だ
け
で
は
不
充
分
だ
か
ら
勢
い
ジ
ニ
ー
ア
コ
ー
ス
即

ち
一
般
教
育
へ
食
い
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

大
学
の
年
限
延
長
の
問
題
が
起
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
又
一
般
教
育
担
当
の
教
官

の
お
座
な
り
江
や
り
方
に
対
す
る
失
望
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
叉
設
備
や
図
書
の
不
足

に
対
す
る
不
満
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
教
育
の
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
人
文
・
社
会
・

自
然
各
科
学
の
三
部
門
が
大
き
な
視
野
の
も
と
に
相
互
的
に
緊
密
な
関
連
を
保
ち
な

が
ら
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
は
そ
れ
ぞ
れ
勝
手

に
、
或
は
準
備
教
育
的
に
、
或
は
部
分
的
に
講
ぜ
ら
れ
て
、
均
衡
の
と
れ
た
全
的
人

間
の
形
成
を
見
の
が
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
叉
学
生
も
そ
の
趣
旨
を
理
解
し
な
い

で
な
る
べ
く
安
易
な
科
目
を
選
び
、
単
に
単
位
さ
え
取
れ
ば
よ
い
と
い
う
傾
向
が

あ
る
。
｜
例
を
挙
げ
ろ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
大
学
で
主
と
し
て
女
子
学
生
の
た
め
に
生

活
科
学
を
一
般
教
育
に
加
え
た
と
こ
ろ
（
こ
の
よ
う
な
科
目
を
加
え
る
こ
と
自
体
に

も
ち
ろ
ん
問
題
は
あ
る
が
）
、
物
理
や
化
学
の
よ
う
な
内
容
の
む
つ
か
し
い
、
又
単

位
の
取
り
に
く
い
、
し
か
し
極
め
て
重
要
な
科
目
を
な
る
べ
く
敬
遠
し
て
こ
れ
へ

圧
倒
的
多
数
の
男
子
学
生
ま
で
も
殺
到
し
た
の
で
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
又
人
文
科

学
で
は
哲
学
は
塾
礎
的
な
教
養
科
目
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
む
つ
か
し
い
の
で
こ

鋪聯

騨
一

ｃ

ｔ
醗
子

謬
奎

れ
又
敬
遠
さ
れ
勝
ち
江
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
一
般
教
育
の
趣
旨
は
決
し
て
生
き

て
来
な
い
。
社
会
人
も
亦
概
し
て
一
般
教
育
へ
の
関
心
が
薄
い
。
社
会
人
の
こ
れ
に

対
す
る
考
え
方
は
卒
業
生
採
用
に
際
し
て
最
も
鮮
明
に
表
わ
れ
ろ
。
即
ち
彼
等
は
専

門
科
目
を
重
視
し
て
一
般
教
育
は
高
く
買
わ
な
い
。
も
っ
と
も
東
大
教
養
学
部
の
よ

う
に
四
年
間
を
通
し
て
高
度
の
一
般
教
育
を
経
た
も
の
は
就
職
率
が
よ
く
、
特
に
外

交
官
等
高
度
の
良
識
を
必
要
と
す
る
方
面
で
は
歓
迎
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
い
て
い

る
（
こ
れ
は
優
秀
な
教
官
陣
容
を
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
年
敷
を
か
け
て
や
れ
ば
歓
迎
さ

れ
る
が
、
一
般
の
大
学
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
中
途
半
端
で
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
が
、
一
般
事
業
界
で
は
や
は
り
昔
風
の
専
門
科

目
を
重
視
し
て
、
一
般
教
育
は
そ
の
ア
ク
セ
ッ
サ
リ
ー
の
よ
う
に
し
か
思
わ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
一
般
教
育
を
か
け
足
で
単
位
だ

け
稼
い
で
少
し
で
も
早
く
専
門
の
方
へ
移
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
現
状
で
は
そ
う
考
え

ら
れ
て
も
止
む
左
得
な
い
。
だ
か
ら
社
会
人
の
一
般
教
育
に
対
す
る
認
識
不
足
を
云

々
す
る
前
に
、
大
学
側
で
こ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
当
初
の
趣
旨
に
そ
っ
た
実
効
を
挙
げ

得
ら
れ
る
か
を
工
夫
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
更
持
ち
出
し
て
も
一
笑
に
附
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
私
は
旧
制
高
校
を
廃
止
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
事
情
と
し
て
は
止
む
を
得
な
い

措
置
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
惜
し
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
と
残
念
に
思
っ
て
い
る
。

旧
制
高
校
の
教
育
は
実
用
主
義
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
無
用
な
遠
ま
わ
り
で
あ
る
と
見

え
た
か
も
知
れ
な
い
。
又
あ
の
弊
衣
破
帽
の
恰
好
で
現
実
社
会
を
眼
下
に
見
下
し
て

大
道
を
か
っ
歩
す
る
よ
う
な
生
活
は
、
紳
士
的
教
育
を
重
ん
ず
ろ
人
か
ら
は
苦
々
し

く
感
ぜ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
高
校
三
年
の
教
育
こ
そ
真
に

人
間
の
基
礎
を
作
る
教
育
で
あ
っ
た
。
青
年
は
純
真
江
理
想
と
意
気
に
燃
え
る
時
代

で
現
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
常
に
ゾ
ル
レ
ン
と
し
て
の
立
場
か
ら
人
生
を
論

じ
社
会
左
批
判
し
、
一
切
の
拘
束
を
排
し
て
自
由
を
求
め
、
時
と
し
て
は
坊
浪
的
な

偽
悪
的
な
行
動
も
敢
え
て
す
る
傾
向
が
あ
る
も
の
だ
。
こ
う
い
う
青
年
特
有
の
心
理

に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
学
校
が
旧
制
高
校
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
に
人
生
の
方
向
と
基
盤

が
培
わ
れ
、
又
学
問
へ
の
情
熱
も
育
成
せ
ら
れ
、
自
由
か
っ
達
な
人
間
的
基
礎
も
築

か
れ
た
の
で
あ
っ
て
そ
こ
に
は
就
職
問
題
は
な
く
、
卒
業
す
れ
ば
こ
れ
か
ら
い
よ

い
よ
大
学
だ
と
い
う
希
望
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
別
に
立
身
出
世
な
ど
眼

中
に
す
る
必
要
は
な
く
、
読
書
と
思
索
に
よ
っ
て
自
ら
人
生
観
を
作
り
、
教
室
で
の

討～ご
駁
ｒ
繍

像

蝋
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講
義
も
単
位
稼
ぎ
で
は
な
く
し
て
真
剣
に
聴
き
又
忌
偉
な
ぎ
批
判
も
浴
せ
た
も
の

だ
。然
る
に
今
の
学
生
は
ど
う
で
あ
る
か
。
新
高
校
は
一
応
完
成
教
育
と
し
て
就
職
に

Ⅲ
役
立
つ
よ
う
な
、
或
は
大
学
へ
入
ろ
う
と
す
る
者
の
た
め
に
は
予
備
校
の
よ
う
な
観

を
呈
し
て
い
る
。
大
学
へ
入
れ
ば
初
め
か
ら
就
職
を
気
に
し
な
が
ら
少
し
で
も
安
易

に
叉
有
利
に
単
位
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
著
し
く
功
利
的
に
な
っ
て
い
る
。
青
年

の
意
気
と
情
熱
は
、
そ
の
は
け
口
を
失
っ
て
わ
ず
か
に
左
翼
的
な
思
想
と
時
に
そ

う
い
う
行
動
的
意
欲
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
え

ば
今
の
学
生
は
可
哀
想
だ
。
経
済
的
事
情
は
悪
く
し
て
ア
だ
〈
イ
ト
に
狂
奔
せ
ざ
る

を
得
な
い
し
、
青
春
の
理
想
と
情
熱
を
純
真
に
発
散
さ
せ
る
場
も
ひ
ま
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
学
生
の
在
り
方
を
か
れ
こ
れ
言
う
前
に
、
日
本

の
国
情
か
ら
見
て
今
日
の
大
学
の
や
り
方
や
制
度
は
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
、
乏
し

い
な
が
ら
も
も
っ
と
学
生
が
純
真
に
楽
し
く
勉
強
し
得
る
場
を
提
供
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
強
く
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
今
一
度
旧
高
校
の
よ
う
な
自
由
な
中
に
も
極
め
て
厳
し
い
真
の
勉
学
意
欲

と
明
朗
か
っ
達
な
人
間
形
成
が
行
わ
れ
得
る
よ
う
な
旧
高
校
的
な
コ
ー
ス
が
欲
し
い

と
思
う
が
、
し
か
し
今
の
よ
う
に
、
学
校
制
度
が
細
か
く
枠
の
中
へ
入
れ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
以
上
は
、
旧
高
校
制
の
復
活
な
ど
い
う
こ
と
は
夢
の
よ
う
な
話
で
あ
っ
て

最
も
手
近
で
可
能
の
道
は
、
今
の
前
期
一
一
年
を
本
来
の
趣
旨
に
そ
う
て
実
効
あ
ら
し

め
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
少
く
と
も
大
学
教
育
の
前
半
か
ら

実
用
主
義
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
一
般
教
育
コ
ー
ス
が
圧

迫
さ
れ
軽
視
さ
れ
る
の
は
概
し
て
実
用
主
義
の
立
場
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
元

来
教
養
と
い
う
も
の
は
断
片
的
な
知
識
の
集
積
で
は
な
く
、
人
文
・
社
会
・
自
然
の

三
部
門
に
お
け
る
消
化
さ
れ
た
知
識
が
調
和
を
保
ち
つ
つ
人
格
の
基
底
に
宿
り
、
現

実
の
事
象
に
対
す
る
正
し
い
判
断
力
と
し
て
考
え
方
と
行
動
を
支
配
す
る
良
識
の
育

成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
専
門
的
知
識
の
よ
う
な
個
套
の
実
用
に
間
に
合

う
知
識
の
こ
と
で
は
な
い
。
一
見
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
や
が
て
は
専

刑
門
の
基
盤
と
な
り
、
又
人
間
と
し
て
の
豊
か
さ
の
源
泉
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
言
わ
ば
背
景
的
知
性
で
あ
り
、
従
っ
て
単
な
る
講
義
の
み
や
単
位
稼
ぎ
で
得

ら
れ
る
底
の
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
思
索
や
読
書
に
よ
り
、
さ
ら
に
又
あ
ら
ゆ
る

生
活
体
験
の
中
か
ら
も
次
第
に
身
に
つ
い
て
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
の
よ
う

鱗
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に
、
一
時
間
の
講
義
に
対
し
て
一
一
時
間
の
予
習
復
習
を
す
る
よ
う
な
立
前
に
な
っ
て

い
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
第
一
学
生
が
や
ろ
う
と
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
参
考

書
も
買
え
な
い
し
学
校
で
も
整
え
て
や
れ
な
い
、
施
設
や
器
具
も
極
め
て
不
充
分
で

と
の
点
ア
メ
リ
カ
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
現
状
で
は
、
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て

い
る
こ
と
白
体
が
現
実
に
副
わ
な
い
。
だ
か
ら
試
験
さ
え
通
っ
て
単
位
が
も
ら
え
れ

ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
甚
だ
し
ぎ
は
人
か
ら
ノ
ー
ト
を
借
り
そ
れ
を
写
し
暗

記
し
て
試
験
を
。
ご
〈
さ
え
す
れ
ば
単
位
を
も
ら
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得

ろ
。
こ
れ
で
は
教
養
が
身
に
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
望
み
得
な
い
こ
と
だ
。

そ
こ
で
一
方
で
は
文
部
省
あ
た
り
で
教
養
コ
ー
ス
を
別
に
新
た
に
設
け
る
代
り
に

現
行
制
度
を
有
効
に
活
用
す
る
つ
も
り
に
な
っ
て
一
般
教
育
に
対
す
る
予
算
を
増

額
す
る
こ
と
に
努
力
し
、
他
方
に
お
い
て
は
大
学
自
体
に
お
い
て
教
官
も
学
生
も
も

っ
と
真
剣
に
こ
れ
に
力
を
入
れ
て
内
容
を
充
実
す
る
よ
う
に
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
語
学
や
体
育
も
こ
れ
に
準
じ
て
扱
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
こ
れ
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
制
度
的
に
も
種
だ
の
工
夫
が
必
要

で
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
教
養
コ
ー
ス
で
あ
る
べ
き
前
期
一
一
年
が
終
っ
た
学
生
は
、

ど
こ
の
大
学
へ
で
も
進
学
し
得
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う

な
れ
ば
、
一
方
で
は
一
般
教
育
コ
ー
ス
は
シ
ー
ー
ア
ー
コ
ー
ス
へ
の
予
備
門
的
性
格
に

な
る
弊
は
生
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
同
時
に
今
の
よ
う
に
お
座
な
り
に
終
ら
な

い
で
実
力
は
つ
い
て
行
く
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
地
方
大
学
は
旧
制

大
学
に
劣
ら
な
い
よ
う
に
と
一
層
努
力
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
叉
私
学
も
ぐ
ず
ぐ
ず

し
て
は
い
ら
れ
な
く
な
る
と
思
う
。

今
一
つ
は
専
門
科
目
の
教
育
で
不
充
分
を
痛
感
す
る
学
部
は
今
の
よ
う
に
一
般
教

育
に
し
わ
寄
せ
を
す
る
考
え
方
で
な
し
に
、
年
限
を
延
長
す
る
工
夫
を
す
べ
き
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
教
育
を
縮
減
し
て
専
門
教
育
を
多
く
す
る
こ
と
は
、
結
局
人

間
形
成
の
重
要
性
を
無
視
す
る
旧
大
学
式
の
考
え
方
だ
。
旧
制
で
は
旧
高
校
叉
は
そ

れ
に
代
る
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
一
応
人
間
形
成
の
使
命
は
果
さ
れ
た
が
、
今

の
高
校
は
そ
う
い
う
性
格
は
持
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
う
な
れ
ば
一
体
ど
こ
で
人

間
を
作
る
の
か
、
専
門
科
目
の
教
育
を
通
し
て
人
間
を
作
る
の
だ
と
も
言
え
な
い
こ

と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
知
的
若
し
く
は
技
術
的
に
偏
向
し
た
人
間
に
な
る
倶
れ
が

あ
り
、
近
代
文
明
の
過
誤
を
再
び
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
よ
り
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は
こ
の
際
一
般
教
育
は
現
行
制
の
ま
ま
に
し
て
そ
の
上
に
さ
ら
に
専
門
教
育
に
充

分
の
時
間
を
か
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
場
合
大
学
院
の
修
士
課

程
と
の
関
連
に
お
い
て
年
限
問
題
を
解
決
す
る
道
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
修
士
課
程

も
学
問
か
ら
云
っ
て
る
就
職
か
ら
い
っ
て
も
中
途
半
端
に
な
る
虞
れ
が
あ
り
は
し
な

い
か
。
と
に
か
く
私
は
一
般
教
育
の
現
状
が
当
初
の
趣
旨
か
ら
遥
か
に
す
れ
て
来
て

い
る
の
を
見
て
、
こ
の
重
要
な
、
新
学
校
制
度
の
骨
格
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
い
つ

の
間
に
か
骨
抜
き
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
憂
慮
す
る
の
あ
主
り
、
せ
め
て
旧

高
校
に
代
り
得
る
も
の
を
何
と
か
し
て
大
学
課
程
の
中
に
生
か
し
た
い
と
念
願
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
外
今
の
大
学
教
育
に
は
、
濫
立
さ
れ
た
多
く
の
大
学
を
今
後
ど
う
す
る
か
、

地
方
大
学
の
貧
弱
な
施
設
は
ど
う
す
れ
ば
改
善
さ
れ
得
る
か
、
又
一
般
に
大
学
予
算

の
貧
困
を
ど
う
解
決
す
べ
き
か
等
切
実
に
し
て
未
解
決
の
問
題
が
多
食
包
蔵
さ
れ
て

い
る
が
、
と
に
か
く
大
学
は
出
発
後
相
当
の
年
数
を
経
由
し
て
幾
多
の
貴
重
な
体
験

を
経
て
来
た
今
日
、
日
本
の
大
学
を
国
情
に
合
っ
た
よ
り
よ
き
大
学
と
す
る
た
め

に
、
学
問
研
究
の
水
準
と
そ
の
応
用
を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
又
窮
迫
の
中
に

頑
張
っ
て
い
る
学
生
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
強
く
自
己
反
省
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
段
階
に
立
ち
至
っ
て
い
る
と
思
う
。

「
こ
れ
で
い
シ
の
だ
ら
う
か
」

こ
の
不
安
と
危
倶
の
念
は
私
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
い
。
支
那
事
変
が
拡
大
し

て
、
「
蒋
介
石
を
相
手
に
せ
す
」
な
ど
と
傲
語
し
た
時
も
さ
う
で
あ
っ
た
が
、
英
米

を
敵
に
廻
し
て
開
戦
し
た
時
も
さ
う
で
あ
っ
た
。
併
し
あ
の
時
は
軍
の
方
に
何
か
確

一
信
が
あ
っ
て
の
事
だ
ろ
う
と
思
い
返
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
っ
ぱ
り
い
け
な
か
っ

た
。
無
条
件
降
服
と
な
っ
て
は
、
不
如
意
の
こ
と
も
辛
棒
す
る
外
は
な
い
と
腹
を
決

め
て
は
い
た
る
の
シ
、
そ
の
後
の
日
本
人
の
物
の
考
え
方
は
私
を
し
て
叉
も

「
こ
れ
で
い
■
の
だ
ろ
う
か
」

こ
れ
て
い
Ｌ
の
だ
ろ
う
か

蕊

大
分
大
学
長
花
田
大
五
郎

聯浮
△'

擬
）

▲
」

蟻
）

と
不
安
が
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
占
領
政
策
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
我
国
に
「
民
主
主

義
」
を
押
し
つ
け
た
の
は
、
人
類
進
歩
の
目
標
を
与
え
て
呉
れ
た
も
の
と
し
て
一
応

善
意
に
受
取
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
図
の
中
に
は
、
日
本
の
求
心
的
結
束
性
を
破
壊

し
、
復
興
に
就
て
の
精
神
力
を
弱
め
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
私
は
看
過
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
併
し
ア
メ
リ
カ
側
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
私
は
ア
メ
リ
カ
の

考
え
方
を
無
理
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
日
本
人
側
□
も

の
の
受
取
り
方
と
、
考
え
方
と
に
対
し
、
不
満
と
不
安
と
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

「
民
主
主
義
」
が
い
い
か
悪
い
か
。
之
に
就
て
は
英
国
で
も
学
者
思
想
家
の
間
に
、

相
当
期
間
よ
く
意
見
が
闘
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
何
事
に
も
利
と
害
と
の
両
面
が

あ
る
か
ら
、
そ
の
両
面
を
叩
い
て
、
善
さ
点
は
採
り
、
悪
し
ぎ
点
は
捨
て
る
、
乃
至

修
正
し
て
こ
そ
、
過
誤
に
陥
る
こ
と
か
ら
免
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
英
国
の
思
想
の
概

し
て
健
全
な
の
は
、
お
の
づ
か
ら
由
来
す
る
所
が
あ
る
と
私
は
恩
ふ
。
然
る
に
我
国

人
の
受
入
れ
方
は
ど
う
で
あ
る
か
。
「
民
主
主
義
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か

の
理
解
さ
え
不
十
分
で
あ
る
の
に
、
叉
国
情
の
相
違
も
あ
る
の
に
、
押
し
つ
け
ら
れ

た
「
民
主
主
義
」
を
、
無
批
判
に
、
無
条
件
に
、
至
上
命
令
の
如
く
そ
れ
を
絶
対
的

の
屯
の
と
し
て
こ
れ
に
反
す
る
者
は
逆
賊
で
で
も
あ
る
か
の
如
く
、
そ
れ
に
盲
従

雷
同
し
て
い
る
と
こ
ろ
匡
私
の

「
こ
れ
で
い
■
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
不
安
と
危
倶
が
霞
頭
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
従
来
の
盲
従
的
雷
同
的
な

態
度
を
改
め
て
自
己
の
良
識
に
よ
り
、
自
己
の
正
し
い
判
断
に
よ
る
よ
う
に
考
え

直
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
正
し
い
民
主
主
義
の
為
か
ら
一
一
一
一
口
っ
て
も
、

そ
の
よ
う
に
導
か
れ
、
養
成
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

憲
法
に
就
て
る
さ
う
で
あ
る
。
私
は
国
の
独
立
は
自
主
憲
法
、
つ
ま
り
他
か
ら
の

強
制
や
干
渉
に
よ
ら
す
、
国
民
み
づ
か
ら
の
自
主
的
意
思
の
結
集
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
憲
法
を
基
礎
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
自
主
憲
法
あ
っ
て
の
独
立
で

あ
る
と
考
え
る
。
押
し
つ
け
ら
れ
た
憲
法
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
真
の

独
立
は
あ
り
得
な
い
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
我
国
の
現
行
憲
法
は
、
形
式
こ
そ
我

国
両
院
の
議
決
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
憲
法
の
内
容

に
就
て
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
製
（
多
少
修
正
の
箇
所
は
あ
っ
て
も
）
で
あ
る
事
実

は
誰
も
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
私
個
人
の
感
情
は
斯
の
如
き
憲
法
に
対
し
甚

だ
屈
辱
を
感
ず
る
。
斯
の
如
き
憲
法
の
下
に
あ
る
こ
と
を
快
し
と
し
な
い
の
は
、
恐
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ら
く
は
真
の
独
立
を
欲
す
る
一
般
国
民
の
感
情
で
あ
ろ
う
。
た
だ
不
可
解
な
の
は
、

社
会
党
あ
た
り
で
一
面
国
の
独
立
を
叫
び
な
が
ら
、
一
面
斯
か
る
憲
法
を
擁
護
す

る
と
唱
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
方
保
守
政
党
で
は
憲
法
改
正
の
意
図
を
持
っ
て
居
り
、
鳩
山
内
閣
で
は
、
憲
法

改
正
の
調
査
委
員
会
の
如
き
ろ
の
を
持
つ
こ
と
に
し
て
居
る
。
だ
が
、
そ
れ
も
、
憲

法
第
九
条
を
改
め
て
自
衛
の
為
に
は
軍
隊
を
持
ち
得
る
と
い
ふ
こ
と
を
〈
シ
キ
リ

さ
せ
た
い
の
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
尻
押
し
も
あ
る
と
い
い
、

そ
れ
が
即
ち
社
会
党
の
反
対
す
る
所
以
だ
と
も
い
う
。
そ
し
て
嘗
て
は
憲
法
改
正
を

そ
の
政
見
の
一
と
し
た
鳩
山
氏
が
、
「
憲
法
を
改
正
す
る
と
言
っ
て
も
、
民
主
主
義

を
改
め
た
り
、
家
族
制
度
を
復
活
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
」
と
声
明
し
た
り
し

て
居
る
。
す
べ
て
物
の
考
え
方
が
甚
だ
低
調
で
あ
る
よ
う
に
私
は
思
う
。

自
主
憲
法
を
欲
す
る
気
持
か
ら
言
え
ば
、
現
行
憲
法
を
若
干
改
正
し
て
そ
れ
で
い

い
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
新
に
自
主
憲
法
を
日
本
人
自
ら
制
定
し
、
之
が
出
来

た
と
き
に
現
在
の
憲
法
を
廃
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
私
は
、
憲
法
を

擁
護
し
よ
う
と
す
る
人
汽
に
対
し
て
も
、
改
正
し
よ
う
と
欲
す
る
人
倉
に
対
し
て
も
、

「
さ
う
い
う
考
え
方
で
い
シ
の
だ
ろ
う
か
」

と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

政
治
の
あ
り
方
、
政
党
の
あ
り
方
、
労
組
、
階
級
闘
争
、
な
ど
に
就
て
も
、
私
は

「
こ
れ
で
い
豈
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
不
安
と
危
倶
の
念
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

叶
教
育
界
に
就
て
も
さ
う
で
あ
る
。

元
来
「
教
育
基
本
法
」
と
い
う
の
が
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
新
憲
法
か
ら
派
生
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
文
の
如
き
も
、
自
由
な
る
日
本
人
自
体
か
ら
発
せ
ら
れ
た

意
思
の
表
現
と
は
思
え
な
い
。
冒
頭
の
「
わ
れ
ら
は
、
さ
ぎ
に
、
日
本
国
憲
法
を
確

定
し
、
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
建
設
し
て
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢

献
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
示
し
た
」
の
「
わ
れ
ら
」
と
は
、
あ
の
憲
法
を
制
定
せ
し

め
た
側
の
「
わ
れ
ら
」
で
あ
っ
て
日
本
人
で
あ
る
「
わ
れ
ら
」
と
は
何
だ
か
乖
離

し
て
い
る
よ
う
江
感
を
持
た
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
「
普
遍
的
に
し
て
し
か

も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化
の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
」
と
い
う
如
き
観
念
的
抽
象
的
言
辞

は
、
も
っ
と
具
体
的
に
も
の
を
把
握
し
た
い
わ
れ
ら
日
本
人
に
取
っ
て
は
、
わ
け
の

わ
か
ら
な
い
、
少
く
と
も
わ
け
の
わ
か
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
私
は
こ
の
教
育
基
本
法
に
対
し
て
も

￣
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熱

「
こ
れ
で
い
葛
の
だ
ろ
う
か
」

と
危
倶
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
真
に
独
立
す
る
為
に
は
、
独
立
日
本

国
民
を
教
育
養
成
す
る
為
の
自
主
的
教
育
基
本
法
を
持
つ
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
つ
ま

で
も
占
領
政
策
の
一
端
と
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
に
随
順
す
べ
き
で
な
い
と
信

ず
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
の
国
民
教
育
、
高
等
学
校
教
育
、
大
学
教
育
等
に
つ
い
て
も
、
私
は
常
に

「
こ
れ
で
い
■
の
だ
ろ
う
か
」

と
心
配
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
民
主
党
と
日
教
組
と
の
な
ぐ
り
合
い
、
教
科
書
の
問
題

教
育
委
員
会
の
問
題
、
短
期
大
学
の
問
題
、
就
職
行
詰
り
の
問
題
、
教
育
不
徹
底
の

問
題
、
国
語
破
壊
の
問
題
、
日
本
の
教
育
は
結
局
何
処
に
乗
り
あ
げ
る
か
の
問
題
等

ミ
考
え
て
み
れ
ば
一
と
し
て

「
こ
れ
で
い
邑
の
だ
ろ
う
か
」

の
危
倶
を
深
か
ら
し
め
ざ
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
一
堂
の
問
題
の
解
決
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
の
根
源
は
、
そ
れ
ら
の
基
本
で
あ
る
憲
法
や
教
育
基
本
法
に
於
て
本

当
の
自
主
的
な
拠
り
処
が
確
立
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
斯
く

て
私
は
「
射
狼
路
に
横
は
る
、
焉
ん
ぞ
狐
狸
を
間
は
む
」
の
感
を
深
う
す
る
の
で
あ

る
。斯
の
如
き
深
憂
を
心
に
蔵
し
な
が
ら
、
さ
て
、
私
自
身
を
顧
み
れ
ば
、
何
一
つ
出

来
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
身
は
学
長
の
職
に
あ
り
な
が
ら
、
学
内
の
事
務
す

ら
、
学
生
の
指
導
す
ら
、
人
事
す
ら
、
自
分
で
出
来
る
と
思
う
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い

の
で
あ
る
。
斯
く
て
私
は
つ
く
づ
く
思
う
。

「
私
は
こ
れ
で
い
■
の
で
あ
ろ
う
か
」

￣
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１
、
第
二
常
置
委
員
会

文
部
省
春
山
大
学
課
長

議
事
要
旨

］
、
新
制
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
科
目
に
つ
い
て

大
学
基
準
協
会
専
門
教
育
研
究
委
員
会
の
商
経
学
部
門
委
員
会
及
び
工
学
部
門

委
員
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
概
況
報
告
（
別
紙
配
布
）
を
参
考
に
取

り
あ
げ
、
こ
の
報
告
の
内
容
を
中
心
に
検
討
を
加
え
、
種
二
長
見
を
交
換
し
た

が
、
結
局
、
現
在
の
新
制
大
学
は
、
そ
の
成
立
の
過
程
か
ら
見
て
教
員
組
織
や

施
設
な
ど
実
質
的
に
相
違
し
て
お
り
、
こ
れ
を
劃
一
的
に
考
え
る
こ
と
は
困
難
な

実
情
に
あ
る
の
で
各
大
学
は
、
そ
の
教
育
目
標
、
所
在
地
の
事
情
、
大
学
の
施

設
、
教
授
陣
の
構
成
或
は
伝
統
等
を
考
慮
し
、
一
般
教
育
科
目
は
別
と
し
て
専
門

教
育
科
目
を
し
ぼ
っ
て
選
択
科
目
に
巾
を
持
た
せ
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
生
か
す
よ
う

組
み
合
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
い
ま
だ
結
論
を
出
す

ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
本
委
員
会
と
し
て
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
お
充
分
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
。

『
新
制
大
学
に
お
け
る
授
業
科
目
に
つ
い
て

新
制
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
及
び
専
門
教
育
の
授
業
科
目
の
組
み
方
は
、
そ

の
大
学
の
教
官
数
や
学
生
数
よ
り
見
て
、
必
ず
し
も
当
を
得
て
い
な
い
点
が
あ

り
、
こ
れ
が
措
置
は
今
後
の
大
学
教
育
の
在
り
方
か
ら
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
文
部
省
に
お
い
て
作
成
し
た
資
料
（
別
紙
配
布
）
に

つ
い
て
一
応
検
討
を
し
た
が
、
こ
の
資
料
で
は
科
目
単
位
数
、
教
官
数
、
学
生
数

と
の
対
比
が
困
難
な
の
で
正
し
い
判
断
を
引
出
す
ま
で
に
い
た
ら
ず
、
価
っ
て

「
事
業

日
時

場
所

出
席
者

鶴

昭
和
三
○
・
六
・
八
・
（
水
）
午
前
九
時
半

東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

小
池
委
員
長
外
各
委
員
、
大
畑
委
員
大
杉
委
員
欠
席

報

告

７騒鴬-；

畷
）

鍵
三

●
」

午
前
九
時
半

２
、
第
六
常
置
委
員
同
専
門
委
員
会

法
、
経
、
文
、
理
、
工
、
農
別
に
代
表
的
大
学
に
つ
い
て
調
査
し
、
先
ず
実
態
を

把
握
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
基
い
て
更
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
、
そ
の
他

明
九
日
の
部
会
に
、
高
等
学
校
教
育
課
程
の
改
訂
に
つ
い
て
の
木
下
会
長
の
答

申
、
大
学
の
入
学
選
考
に
高
等
学
校
で
作
成
す
る
調
査
書
（
五
段
階
）
を
如
何
に

活
用
す
る
か
の
件
及
び
浪
人
入
学
の
問
題
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
を
申
し

合
わ
せ
た
。日
時
昭
和
三
○
・
六
・
八
・
（
水
）
午
後
一
時
半
’
四
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
会
議
室

出
席
者
沢
田
委
員
長
、
小
華
和
（
帯
広
大
）
、
鈴
木
（
岩
手
大
）
、
内
田

（
東
工
大
）
、
中
山
（
一
橋
大
）
、
勝
沼
（
名
大
）
、
清
水
（
名
工

大
）
、
大
羽
（
神
船
大
）
、
藤
井
（
福
芸
大
）
、
谷
口
（
香
川
大
）

各
委
員

進
藤
（
東
大
）
、
佐
藤
（
東
工
大
）
、
樺
島
（
東
外
大
）
各
専
門

委
員

文
部
省
側
、
前
田
庶
務
課
長
、
中
尾
計
画
課
長
、
安
養
寺
大

学
課
次
長

一
、
大
学
財
政
の
確
立
に
つ
い
て

１
、
大
学
の
特
別
会
計
案
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
内
藤
会
計
課
長
が
大
蔵
省
に
説

明
し
た
が
、
一
兆
円
の
予
算
の
枠
も
あ
り
、
政
府
支
出
金
増
と
な
る
こ
と
か

ら
、
授
業
料
値
上
で
賄
え
と
い
う
よ
う
な
反
駁
も
あ
っ
て
物
分
れ
と
な
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。
文
部
省
と
し
て
は
、
四
囲
の
情
勢
か
ら
こ
の
問
題
は
取
上
げ

な
い
で
ほ
し
い
意
向
で
あ
る
。

２
、
文
部
省
内
に
国
立
大
学
の
財
政
を
確
立
し
そ
の
鑿
備
充
実
を
図
ろ
た
め
の
強

力
な
る
審
議
会
を
設
置
す
る
よ
う
総
会
で
要
望
し
た
が
、
こ
れ
は
構
想
が
大
き

す
ぎ
る
の
で
大
学
財
政
の
み
の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
そ
の
三
○
年
度

予
算
を
計
上
し
た
が
削
ら
れ
た
と
の
由
で
あ
る
。

３
、
大
学
関
係
の
予
算
は
三
○
九
億
で
あ
る
が
、
基
準
経
費
の
増
は
実
質
的
に
増

噸，l螺mm3mmr
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４
、
給
与
に
つ
い
て

イ
、
管
理
職
手
当
は
二
次
復
活
ま
で
を
や
っ
た
が
通
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ロ
、
定
員
定
額
制
の
問
題
は
、
そ
の
実
施
内
容
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
明
日
の

総
会
で
文
部
省
に
質
す
こ
と
。

５
、
教
官
研
究
費
等
に
つ
い
て

イ
、
科
学
研
究
費
を
増
額
し
乍
ら
、
教
官
研
究
費
増
加
要
求
が
削
ら
れ
て
甚
だ

困
る
。
こ
の
行
き
方
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
立
場
か
ら
充
分
研
究
す
る
必
要

が
あ
る
。

ロ
、
学
会
が
戦
後
増
加
し
た
の
に
、
旅
費
が
減
額
さ
れ
て
甚
だ
困
る
。

以
上
の
よ
う
な
話
合
が
あ
り
、
明
日
の
総
会
に
は
、
大
学
財
政
確
立
の
問
題
と
本

年
度
予
算
に
つ
い
て
、
文
部
省
に
質
問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
’

二
、
施
設
整
備
費
に
つ
い
て

１
、
文
部
省
中
尾
計
画
課
長
よ
り
、
大
学
設
置
審
議
会
の
施
設
基
準
を
基
礎
と

し
、
こ
れ
を
三
年
計
画
に
ま
と
め
て
、
第
一
次
と
し
て
十
一
一
一
万
七
千
坪
百
億
円

を
計
上
し
た
が
、
大
蔵
省
は
重
点
主
義
を
と
っ
て
廿
一
億
に
圧
縮
し
、
文
部
肯

の
自
由
裁
量
の
余
地
は
、
一
一
億
四
千
万
円
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
戦
災
復
旧
は

廿
九
年
度
末
で
、
六
三
％
復
旧
し
た
が
、
汁
一
年
度
要
求
か
ら
は
「
危
険
校
舎

復
旧
」
の
柱
を
立
て
大
蔵
省
に
あ
た
り
た
い
と
の
話
が
あ
っ
た
。

中
山
委
員
よ
り
学
校
債
に
よ
り
整
備
す
る
方
法
も
あ
る
と
の
提
案
が
あ
り
、

こ
の
点
も
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
、
沢
田
委
員
長
よ
り
、
施
設
の
実
態
調
査
を
し
た
い
の
で
、
そ
の
た
め
の
旅
費

を
本
協
会
の
調
査
研
究
費
か
ら
補
助
し
て
貰
い
た
い
と
意
見
が
あ
っ
た
。

三
、
第
一
常
置
委
員
会
と
の
合
同
会
議
に
つ
い
て

沢
田
委
員
長
よ
り
、
大
学
財
政
確
立
の
問
題
は
、
大
学
制
度
確
立
の
問
題
と
合

せ
て
諭
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
第
一
常
置
委
員
会
と
の
合
同
委
員
会
を
開
き
た
い

と
の
提
案
が
あ
っ
た
。

と
な
っ
て
い
な
い
。

ろ
。

私
学
振
興
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
私
学
に
も
及
ば
な
い
国
立
大
学
す
ら
あ
３
、
第
一
一
回
総
会
議
事
要
録
（
第
一
且

霞jＴ

庁
■
‐
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日
時
昭
和
三
○
・
六
・
九
・
（
金
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議

・
出
席
者
各
国
立
大
学
長

文
部
省
稲
田
大
学
学
術
局
長
、
清
水
人
事
課
長
、
春
山
大
学
課
長

矢
内
原
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
学
長
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
前
総
会
以
後
に
お
け
る
学
長
交
替
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
報
告
と
紹

介
が
あ
っ
た
。

大
学
名

（
新
）

（
旧
）

山
形
大
学

関
口

勲
森
平
三
郎

商
船
大
学

井
関

一員
菊
植
鉄
三

学
長
事
務
取
扱

岐
阜
大
学

吉
井
義
次

高
橋
悌
三

大
阪
大
学

正
田
建
次
郎

今
村
荒
男

学
長
事
務
取
扱

能
勢
朝
次

奈
良
学
芸
大
学

宮
本
陸
浴

（
’
一
月
二
十
五
日
逝
去
）

和
歌
山
大
学

岩
崎
真
燈

糸
魚
川
裕
三
郎

学
長
事
務
取
扱

香
川
大
学

谷
口
吉
壱

松
阪
富
之
助

二
、
会
長
よ
り
次
の
よ
う
な
事
務
報
告
が
あ
っ
た
。

Ｈ
役
員
会
に
つ
い
て

会
長
よ
り
、
四
月
二
十
八
日
の
役
員
会
に
お
い
て
は
、
⑪
大
学
設
置
審
議
会

委
員
推
薦
の
件
②
国
際
大
学
協
会
第
二
回
総
合
に
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
派
遣
の

件
③
国
立
大
学
関
係
の
予
算
の
件
に
つ
い
て
審
議
し
た
。
（
会
報
第
八
号
三

一
頁
所
載
に
つ
ぎ
省
略
）
ま
た
、
本
日
の
役
員
会
で
は
、
⑪
総
会
運
営
の
件

②
国
際
大
学
協
会
総
会
へ
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
派
遣
の
件
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
か
ら
旅
費
が
で
る
な
ら
ば
派
遣
す
る
こ
と
と
し
、

人
選
を
役
員
会
に
お
任
せ
願
い
た
い
と
話
し
合
っ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

口
学
生
就
職
対
策
中
央
本
部
委
員
・
幹
事
推
薦
に
つ
い
て

噸慰
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会
長
よ
り
、
労
働
次
官
か
ら
右
に
つ
き
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
委
員
に
は
事

務
局
長
進
藤
小
一
郎
、
幹
事
に
は
第
三
、
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員
斯
波
義

慧
を
推
薦
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

（
会
報
第
八
号
一
一
一
六
頁
所
載
）

曰
大
蔵
当
局
と
の
大
学
財
政
懇
談
会
に
つ
い
て

会
長
よ
り
本
年
一
月
三
十
一
日
に
、
会
長
、
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
、
同

専
門
委
員
が
ｐ
大
蔵
次
官
並
び
に
主
計
局
長
等
に
会
い
、
大
学
財
政
の
諸
問
題

に
つ
い
て
話
合
っ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
（
会
報
第
八
号
三
八
頁
所
載
）

一
一
一
、
本
協
会
の
要
望
事
項
に
対
す
る
文
部
省
の
処
置
に
つ
い
て

右
に
つ
き
稲
田
大
学
学
術
局
長
よ
り
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
。

１
、
大
学
財
政
審
議
会
設
置
に
つ
い
て

審
議
会
と
し
て
の
予
算
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
調
査
費
は
引
続
き
計
上

し
認
め
ら
れ
た
の
で
調
査
を
進
め
た
い
。

２
、
学
生
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て

学
生
の
罹
病
数
等
の
基
礎
的
調
査
を
完
成
し
て
、
保
険
制
度
を
考
え
、
更
に

実
施
方
法
も
合
せ
て
考
え
た
い
、
目
下
努
力
中
で
あ
る
。

３
国
立
学
校
予
算
に
つ
い
て

予
算
は
、
全
般
的
に
節
約
を
衆
っ
て
情
況
が
悪
く
な
っ
た
。
特
に
経
常
費
の

削
減
は
、
学
校
の
経
営
上
困
難
を
末
し
、
こ
の
点
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
国
立
大

学
で
は
一
○
億
の
増
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
五
億
は
附
置
研
究
所
と
、
病
院
関

係
で
、
他
の
五
億
は
基
準
的
経
費
で
あ
る
が
本
質
的
に
は
こ
の
分
は
増
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
来
年
度
は
力
を
入
れ
て
ゆ
き
た
い
。
科
学
研
究
費
も
国

会
の
修
正
に
よ
り
一
億
四
千
万
円
位
の
増
と
な
り
、
日
本
育
英
会
は
二
億
増
、

学
徒
援
護
会
に
三
千
万
円
の
増
と
な
っ
て
い
る
。
（
後
者
は
寮
建
設
費
を
含

む
）
学
寮
建
設
費
の
問
題
は
、
国
立
大
学
に
の
み
向
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
。
（
寄
附
金
は
国
立
大
学
は
受
け
ら
れ
な
く
な
る
、
こ
の
点
お
考
え
置
き
願

い
た
い
）

な
お
、
定
員
に
つ
い
て
は
、
七
五
七
人
増
の
と
こ
ろ
行
政
一
鑿
理
六
八
一
一
人
を

差
引
き
七
五
人
増
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
本
協
会
昭
和
一
一
十
九
年
度
決
算
及
昭
和
三
十
年
度
予
算
に
つ
い
て

右
に
つ
い
て
は
、
進
藤
鋼
務
局
長
よ
り
、
別
紙
に
つ
ぎ
説
明
が
あ
っ
て
、
可
決

さ
れ
た
。

縄
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五
、
教
官
の
給
与
に
つ
い
て

文
部
省
清
水
人
事
課
長
よ
り
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
。

大
学
教
授
の
待
遇
を
根
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
律
的
に
も
財

政
的
に
も
困
難
の
事
情
に
あ
る
。
然
し
で
き
る
だ
け
努
力
は
し
て
い
る
。
職
員
の

級
別
定
数
の
改
訂
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
上
級
者
の
頭
打
ち
の
こ
と
も
あ
り
人
事

院
と
交
渉
中
で
あ
る
。
本
年
度
か
ら
予
算
の
編
成
方
針
が
変
り
、
定
員
定
額
制
度

が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
部
省
と
し
て
は
こ
れ
が
実
施
は
少
く
と
も
三
ケ

年
計
画
と
し
、
そ
の
間
に
若
干
昇
給
の
意
味
の
給
与
の
増
額
を
認
め
て
貰
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
他
危
険
手
当
又
は
険
悪
の
事
務
に
従
事
す
る
者
の
特
殊
勤

務
手
当
、
講
座
給
、
地
域
絵
な
ど
も
考
え
旭
ば
な
ら
ぬ
。

職
務
俸
の
問
題
に
し
て
も
、
教
育
公
務
員
特
例
法
に
部
局
長
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
も
あ
り
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
お
よ
そ
附
属
施
設

の
長
も
加
え
る
と
千
人
位
と
な
り
、
予
算
の
裏
付
け
の
見
通
し
が
つ
か
な
い
。
困

難
な
問
題
で
あ
る
が
、
予
算
の
実
施
と
に
ら
み
合
せ
て
努
力
し
た
い
。

以
上
説
明
に
対
し
質
疑
応
答
が
あ
り
、
特
に
学
生
部
長
を
部
局
長
と
し
て
認
め
、

待
遇
を
よ
く
す
る
よ
う
努
力
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

六
、
各
常
置
委
員
会
の
協
議
状
況
報
告

各
委
員
長
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
所
管
事
項
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ

た
。

第
一
常
置
委
員
会
滝
川
委
員
長
代
山
田
氏

特
別
に
報
告
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
常
置
委
員
会
小
池
委
員
長

特
別
に
報
告
す
る
こ
と
が
な
い
。

第
一
一
一
、
第
四
常
置
委
員
会
代
表
戸
田
氏

先
般
開
か
れ
た
第
三
、
第
四
常
置
委
員
会
の
専
門
部
会
で
次
の
よ
う
な
話
合
を

し
た
α

Ｈ
学
生
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
の
調
査
が
昨
年
十
月
に
始
ま
り
本
年

の
十
月
に
完
了
す
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
調
査
に
基
づ
い
て
昭
和
三
十
一
年
度

か
ら
大
学
各
個
に
保
険
制
度
を
実
施
し
た
い
。
た
だ
学
生
の
保
険
料
の
負
担
が

多
く
な
る
の
で
只
今
考
究
中
で
あ
る
。

口
学
生
の
就
職
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
に
よ
っ
て
区
友
で
あ
る
が
、
本
年

(…『
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四
月
迄
に
就
職
し
た
者
は
平
均
四
○
％
程
度
の
成
績
な
の
で
就
職
斡
旋
と
就
職

先
の
開
拓
方
法
を
考
え
た
い
。
就
職
対
策
本
部
が
設
け
ら
れ
た
の
は
一
歩
前
進

で
あ
る
。

曰
こ
の
総
会
に
は
学
生
部
長
を
帯
同
し
、
学
生
補
導
の
問
題
を
促
進
さ
れ
た
い

と
の
申
出
が
あ
っ
た
。

卿
補
導
職
の
身
分
保
障
と
補
導
厚
生
方
面
の
予
算
を
充
実
し
て
頂
き
た
い
。

第
五
常
置
委
員
会
寺
沢
委
員
長

報
告
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
六
常
置
委
員
会
沢
田
委
員
長

大
学
財
政
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
特
別
会
計
制
度
の
設
置
が
一
つ
の
鍵
で
は
あ

る
ま
い
か
と
の
構
想
か
ら
専
門
委
員
会
を
設
け
て
研
究
中
で
あ
る
が
ま
だ
明
確
な

線
が
出
な
い
。
施
設
整
備
の
問
題
、
職
務
俸
、
研
究
俸
等
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
ぎ

大
学
財
政
審
議
会
設
置
の
要
望
と
共
に
こ
れ
が
実
現
に
努
力
し
た
い
。
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
も
午
後
の
委
員
会
で
相
談
し
た
い
。

第
七
常
置
委
員
会
柴
沼
委
員
長

特
別
に
報
告
す
る
こ
と
は
な
い
。

午
前
十
一
時
五
十
分
松
村
文
部
大
臣
が
臨
席
さ
れ
て
挨
拶
が
あ
り
、
会
長
、
森
戸

副
会
長
、
中
山
一
橋
学
長
か
ら
別
紙
の
よ
う
な
希
望
を
申
上
げ
た
。

松
村
文
部
大
臣
・
・
…
・
議
会
の
都
合
で
お
く
れ
ま
し
て
、
大
変
申
訳
け
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
私
、
文
教
の
重
責
を
担
い
ま
し
て
、
誠
に
責
任
の
重
い
こ
と
を
感
じ
て
お
る

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
全
く
素
人
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
な
お
叉
、
苦
心
を
い
た
し
て

お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
感
じ
を
極
め
て
素
直
に
申
上
げ
ま
す
な
ら
ば
、

今
日
の
六
、
一
一
一
、
三
と
い
う
制
度
は
、
ま
け
い
く
さ
を
し
て
国
力
が
疲
幣
し
た
今

日
に
お
い
て
、
極
め
て
つ
り
合
い
の
と
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
め
な
い

事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
終
戦
直
後
に
、
前
田
多
門
さ
ん
が
文
部
大
臣
を
や
っ
て
お

ら
れ
た
時
の
次
官
の
河
原
春
作
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
説
明
を
承
り
ま
し
た
が
、
戦

争
前
の
教
育
審
議
会
で
、
六
。
一
一
一
・
一
一
一
の
制
度
は
審
議
で
は
決
め
た
け
れ
ど
も
こ

れ
は
理
想
案
で
や
は
り
国
力
に
沿
わ
な
い
が
た
め
に
棚
上
げ
に
な
っ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
私
は
伺
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
戦
争
前
の
国
力
で
さ
え
も
な

お
か
つ
釣
合
い
が
と
れ
な
い
。
そ
れ
が
い
ぐ
さ
に
ま
け
て
、
国
力
が
疲
幣
し
つ
く

し
た
時
に
や
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
国
力
に
沿
わ
な
い

鰊!§
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制
度
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
い
か
ん
な
が
ら
そ
の
ま
ま
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
国
力
に
不
釣
合
い
で
あ
る
が
た
め
に
ど
の
制
度

を
崩
壊
せ
し
む
る
と
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
と
、
過
去
八
年
の

間
非
常
な
努
力
を
い
た
し
て
今
日
ま
で
も
っ
て
来
た
制
度
を
今
か
ら
ほ
う
り
出
す

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
こ
と
は
、
こ
れ
は
申
上
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
私
共
は
教
育
に
従
事
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ
ん
始
め
各
方
面
の
方
汽
ね
互

に
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
不
釣
合
江
も
の
だ
か
ら
お
互
い
の
力

で
完
成
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
基
礎
観
念
に
お
い
て
い
か
な
け
れ
ば
、
本
当
に

出
来
得
な
い
こ
と
を
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
私

は
考
え
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
主
す
。
垢
互
の
協
力
に
よ
っ
て
完
成
し
て
行
か
な

く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
国
力
の
ほ
う

を
一
つ
早
く
回
復
し
て
も
ら
っ
て
、
国
力
の
増
進
と
い
う
点
か
ら
こ
の
制
度
と
釣

合
い
が
と
れ
る
よ
う
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
の
間
は
、
お
互
い
に
最
大
の

力
を
傾
け
て
守
り
通
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
‐

り
ま
す
。
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
を
ぜ
ひ
、
す
べ
て
の
考
え
の
基
礎
に
お
持
ち
願
い

た
い
と
願
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
か
と
い
っ
て
、
国
と
し
て
や

る
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
と
の
点
は
、
国
と
し

て
出
来
る
だ
け
の
こ
と
は
、
や
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
為

政
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
最
大

の
努
力
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
る
が
、
大
蔵
当
局
の
云
い
分

を
聞
き
ま
し
て
も
、
今
年
は
い
わ
ゆ
る
緊
縮
予
算
で
あ
っ
て
、
来
年
か
ら
は
今
少

し
ゆ
と
り
が
つ
く
と
い
う
見
込
を
も
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
果
し
て
そ
の

通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
な
ら
ば
、
来
年
か
ら
は
、
今
少
し
余
裕
を
も
っ
て
施
策
を
い

た
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
余
裕
を
も
つ
と
い
っ
て
も
、
ほ

か
と
の
釣
合
を
見
な
が
ら
、
や
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
来
年
か
ら

は
今
少
し
施
設
を
拡
充
し
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
大

学
の
施
設
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
、
ふ
や
し
ま
し
た
な

ら
ば
、
こ
の
辺
り
で
一
応
く
ぎ
り
を
つ
け
主
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
大
学
の
内
容
の

充
実
と
い
う
こ
と
に
専
念
を
い
た
し
て
、
そ
こ
へ
主
力
を
傾
け
て
い
く
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
来
年
の
予
算
を
、
私
共
と
の
議
会
が
済
み
ま
す

れ
ば
、
す
ぐ
次
の
予
算
を
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ん
よ
う
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り

・
慰
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ま
す
が
、
大
学
に
対
す
る
施
設
は
、
そ
の
内
容
の
充
実
に
要
す
る
も
の
を
主
と
し

て
以
後
大
学
の
数
を
ふ
や
す
と
い
う
こ
と
は
必
要
止
む
左
得
な
い
も
の
に
限
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ど
う
し
て
、
我
国
の
ヒ
ヘ
ル
を
世
界

な
み
に
引
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
大
学
の
間
口

を
拡
げ
る
よ
り
も
奥
行
き
を
深
く
す
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
、
当
面
の
問
題
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
十
分
に
努
力
い
た
し
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う

か
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
ま
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
御
意
見
を
承
り
叉
、
御
協
力
を
お
願

い
い
た
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
思
っ
て
お
り
ま
す
方
針
の
大
体
を
申

上
げ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

会
長
…
…
国
会
の
お
忙
し
い
中
を
我
宜
の
た
め
に
時
間
を
お
く
り
合
せ
下
さ
い
ま

し
て
、
御
出
席
下
さ
い
ま
し
て
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
戦
後
の
教

育
制
度
が
、
国
力
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
民
主

交
義
の
精
神
に
従
っ
た
新
し
い
教
育
の
や
り
か
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私

共
は
こ
の
制
度
そ
の
も
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
新
し

い
日
本
国
を
建
設
す
る
た
め
の
高
邇
な
理
想
を
も
っ
て
教
育
並
び
に
研
究
に
従
事

し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
併
し
江
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
物
的
、
精
神

的
な
面
で
著
し
い
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
国
立
大
学
の
教

育
者
は
非
常
に
努
力
し
て
、
学
生
の
教
育
も
し
、
研
究
成
果
を
も
あ
げ
て
お
り
ま
す

こ
と
は
、
外
国
の
人
達
と
し
て
も
承
認
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
特
に
大

臣
に
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
こ
と
は
、
日
本
の
国
の
政
治
の
全
休
に
お

い
て
、
教
育
を
よ
り
多
く
見
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
予
算
が
限
ら
れ

て
お
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
国
民
の
経
済
力
も
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
与
え
ら
れ

た
経
済
の
中
に
お
い
て
、
教
育
に
ど
の
程
度
余
を
出
す
か
と
い
う
こ
と
が
日
本
の

国
の
将
来
の
発
達
に
非
常
に
大
き
な
力
を
も
っ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
国
費
が
い

ろ
い
ろ
の
方
面
に
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
教
育
、
特
に
我
友
国
立

大
学
の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
は
、
止
む
左
得
な
い
か
ら
と
い
っ
て
少
し
づ
つ
や
っ

て
行
き
ま
し
て
は
、
と
う
て
い
面
目
を
新
た
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、

戦
後
の
今
日
に
お
い
て
教
育
の
充
実
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
ま
し
て
も
、
ど
う
か
そ

の
線
を
一
層
拡
張
し
て
い
っ
て
下
さ
い
ま
し
て
、
大
学
の
研
究
並
び
に
教
育
が
、

世
界
の
水
準
に
お
い
て
決
し
て
見
劣
り
の
し
な
い
よ
う
に
、
日
本
が
教
育
を
重
ん

十
る
と
い
う
こ
と
を
世
界
に
知
ら
せ
る
こ
と
ば
か
り
が
目
的
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

纐
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が
、
日
本
の
将
来
を
考
え
ま
し
て
政
》
府
に
お
い
て
も
国
会
に
お
い
て
も
国
費
の

中
で
教
育
に
さ
か
れ
る
割
合
を
増
す
と
い
う
こ
と
に
御
努
力
を
願
い
た
い
と
思
い

ま
す
。み
な
さ
ん
、
特
に
大
臣
に
対
し
て
御
質
問
し
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
少
し
時
間
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
何
か
。

森
戸
広
島
大
学
長
：
…
・
政
党
大
臣
と
い
う
の
は
、
私
の
経
験
か
ら
云
い
ま
す
と
、
つ

よ
み
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
面
で
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
一
つ
の
点
は
、
文
教
に
お
け
る
党
の
せ
ま
い
方
向
が
持
ち
込
ま
れ
る
危
一

険
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
文
教
と
い
う
も
の
が
、
広
い
基
盤
に

立
た
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
教
育
が
政
治
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

は
非
常
に
心
配
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
常
に
警
戒
を
い
た
し
て
お
る
の
が
一
つ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
づ
第
一
に
そ
の
点
は
、
大
臣
に
御
注
意
を
頂
い
て
い
る
こ
と

に
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
起
り
ま
し
て
な
》

か
な
か
政
党
的
な
要
求
も
、
大
学
に
関
連
し
て
も
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
い
つ
も
出

て
来
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
点
は
十
分
注
意
さ
れ
て
今
の
立
場
を
堅
持
さ
れ

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
一
つ
申
上
げ
る
こ
と
は
、
殊
に
大
臣
は
政
党
に
お

き
ま
し
て
も
有
力
な
地
位
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
の
時
よ
り
は
る
か
に
有
力

で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
文
教
予
算
の
獲
得
は

困
難
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
般
の
日
本
の
経
済
が
財
政
の
困
難
を
反
映
し
て
お
り
、

緊
急
の
要
求
と
い
う
も
の
が
常
に
当
面
に
出
て
、
又
非
常
に
大
事
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
長
期
の
計
画
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
お
り
ま
し

て
も
、
後
廻
し
に
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
、
痛
感
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
六
・
三
制
を
始
め
た
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
苦
労
い
た
し

ま
し
た
。
今
日
と
は
い
ろ
い
ろ
事
情
が
違
っ
て
お
り
ま
し
て
、
今
日
ま
で
残
っ
て

お
り
垂
す
通
り
、
そ
れ
に
は
そ
れ
の
意
味
も
ご
ざ
い
ま
し
て
私
共
の
建
て
ま
し
た

新
し
い
教
育
の
思
想
を
堅
持
し
て
い
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は

党
内
の
而
も
有
力
な
大
臣
で
あ
ら
れ
ま
す
の
で
こ
の
点
を
切
に
お
願
い
中
上
げ

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
な
お
、
私
共
大
学
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
に
関
連
し
て
お
り
ま
し

て
感
じ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
世
界
の
い
わ
ゆ
る
平
和
と
い
う
こ
と
に
大
学

の
寄
与
す
る
こ
と
が
出
来
、
む
し
ろ
平
和
、
独
立
の
少
く
と
も
学
問
的
な
中
心
に

な
る
の
が
大
学
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
大
学
の
成
り
立
ち
か
ら
い
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一繍
緯

鍼１．．｛銅」
っ
て
も
、
大
学
で
研
究
教
育
を
し
て
お
り
ま
す
学
問
の
性
格
か
ら
い
い
ま
し
て
も

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
和
を
う
ち
立
て
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
の
、
こ

の
意
味
で
の
大
学
の
や
る
べ
き
こ
と
は
極
め
て
大
き
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
し
か
し
先
程
仰
せ
ら
れ
た
よ
う
に
戦
後
の
日
本

で
は
、
ま
だ
ま
だ
国
際
的
に
知
見
を
広
め
て
而
も
学
問
の
進
歩
を
国
際
的
な
も
の

に
ま
で
広
め
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先

程
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は
大
臣
の
お
骨
折
り
に

よ
り
ま
し
て
大
学
に
お
い
て
ど
の
程
度
に
進
め
ら
れ
て
お
る
か
ど
う
か
、
今
日
、

特
に
戦
争
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
、
日
本
の
学
問
の
お
か
れ
た
位
置
と
い
う
も
の

を
認
識
し
て
諸
事
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
並

び
に
特
に
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
地
区
の
留
学
生
を
、
日
本
に
招
く
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
の
非
常
な
御
努
力
を
感
謝
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
参
り
ま
し
た
学
生
が
よ
く
勉
強
し
、
殊
に
日
本
に
対
し
て
よ
い
感
じ
を
も

つ
よ
う
に
し
て
行
き
ま
す
に
は
な
か
な
か
、
少
し
ば
か
り
の
政
府
か
ら
の
費
用
を

頂
い
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
留
学
生
を
も
っ
て
お
る
大
学
に
特
別
の
施

設
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
不
自
由
な
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
学
生

達
を
集
め
ま
し
て
勉
強
す
る
施
設
に
つ
ぎ
ま
し
て
は
ま
だ
不
十
分
な
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
い
試
み
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
学
生
達
が
、
日
本
の
よ
い

友
達
に
な
る
こ
と
は
こ
の
上
も
な
い
願
わ
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
Ｏ
大
学
が
教

育
の
場
と
し
て
よ
り
は
、
国
際
関
係
の
上
で
役
立
つ
こ
と
を
考
え
工
お
り
ま
す

が
、
大
学
に
あ
っ
て
学
問
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
苦
労
が
少
く
、
勉
強
の
出
来
る
よ
う
な
環
境
を
作
る
こ
と
が
大
事
と
思
っ

て
お
り
ま
す
が
、
大
学
が
学
問
の
場
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
生
活
の
場
と
し
て
の

学
園
と
い
う
も
の
に
な
る
よ
う
な
努
力
が
学
問
・
研
究
と
共
に
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ん
・
そ
れ
に
は
今
の
大
学
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
健
康
保

険
の
問
題
、
寄
宿
舎
、
学
生
会
館
、
い
ろ
い
ろ
の
設
備
と
共
に
大
学
が
預
っ
て
お

り
ま
す
も
の
は
、
教
職
員
と
共
に
精
神
的
な
面
で
も
大
い
に
努
力
を
い
た
し
ま
し

て
、
よ
い
大
学
を
作
る
努
力
を
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
臣
に
お
か
れ
ま
し
て
も

こ
う
い
う
事
を
基
盤
に
い
た
し
ま
し
て
、
物
的
、
精
神
的
に
十
分
な
御
考
慮
下
さ

い
ま
す
よ
う
に
お
願
い
中
上
げ
ま
す
。

中
山
一
橋
大
学
長
．
．
…
・
大
学
教
育
に
関
し
て
の
基
本
方
針
と
い
う
こ
と
を
、
大
臣
が

繍
一

只
今
お
述
べ
に
な
り
ま
し
た
が
、
特
に
国
立
大
学
左
預
っ
て
お
り
ま
す
も
の
の
、

註
文
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
只
今
、
会
長
と
副
会
長
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
の

で
、
私
、
こ
れ
に
つ
い
て
重
旭
て
申
上
げ
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
唯
一
つ
だ
け
申
上
げ
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
今
日
の
大
学
制
度
が
確
立
さ
れ

て
国
力
不
相
応
の
学
生
と
、
卒
業
生
の
数
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
一
つ
我
だ
と

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
学
と

そ
れ
か
ら
広
い
意
味
で
の
職
業
と
の
関
連
で
ご
ざ
い
ま
す
。
国
立
大
学
が
、
学
術

の
場
と
し
て
の
大
学
院
も
職
業
の
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は

ま
ち
が
い
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
結
局
は
何
か
の
職
業
に
つ
く
。
問
題
は

技
術
者
、
職
業
人
を
養
成
す
る
と
云
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
広
い
意
味

で
の
職
業
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
ま
で
日

本
の
大
学
が
存
立
し
て
参
り
ま
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
社
会
が
職
業
、
広

い
意
味
の
職
業
人
を
要
求
し
て
お
っ
た
か
ら
仁
相
達
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
経

済
学
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
う
い
う
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
人
間
が
、
ど
う
い
う
コ
ー
ス
を
通
っ
た
人
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
一
つ
の
調
査
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
所
得
が
多
い
か
と
云
う
こ
と
を
調
べ
主

し
た
・
医
者
に
な
る
ま
で
の
修
業
年
限
が
長
く
一
生
を
通
し
て
所
得
が
一
番
高
い
。

そ
の
次
が
、
弁
護
士
、
大
学
教
授
の
順
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
手
足
に
な
っ

て
働
い
て
い
る
人
が
非
常
に
低
い
。
日
本
で
も
大
学
教
育
を
受
け
よ
う
と
人
の
集

っ
て
参
り
ま
す
の
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
人
の
一
生
を
通
じ
て
の
所
得
が
一
番
高

い
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
こ
の
頃
の
よ
う

に
大
学
の
卒
業
生
が
ふ
え
て
参
り
ま
す
と
、
大
学
の
卒
業
生
の
需
要
と
供
給
を
ま

と
め
合
せ
た
一
つ
の
計
画
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
技
術
の
面
に

つ
き
ま
し
て
は
、
又
、
長
い
間
い
ろ
い
ろ
の
方
面
に
問
題
が
残
っ
て
お
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
社
会
科
学
の
方
面
に
お
き
ま
し
て
は
、
卒
業
す
る
学
生
の
相
当
数
が
、

何
学
部
を
出
て
も
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
お
互
に
融
通
し
て
仕
事
を
見
つ
け
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
た
、
計
画
が
立
て
ら
れ
な
い
。
今
日
ま
で

そ
の
ま
ま
来
て
い
る
の
じ
や
な
い
か
、
一
つ
そ
の
辺
の
調
査
を
、
出
来
れ
ば
基

礎
と
し
た
、
計
画
教
育
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
願
う
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う

か
・
文
部
省
だ
け
に
註
文
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
で
き
れ

ば
、
文
部
省
を
中
心
と
し
た
い
ろ
い
ろ
の
調
査
機
関
を
動
員
さ
れ
て
、
日
本
の
大

薇

旧
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日
時
昭
和
。
一
一
一
○
・
六
・
一
○
・
（
金
）
午
前
九
時
半

場
所
日
本
学
術
会
議

出
席
者
冬
国
立
大
学
長

文
部
省
側
稲
田
大
学
学
術
局
長
、
清
水
人
事
課
長
、
春
山
大
学
課
長

会
長
、
議
長
席
に
蒜
ぎ
開
会
を
宣
し
、
先
づ
、
昨
日
午
後
開
か
れ
た
各
常
置
委
員
会

以
上
を
も
っ
て
午
前
中
の
会
議
を
終
り
、
午
後
一
時
よ
り
各
常
置
委
員
会
を
開

く
こ
と
と
し
た
。

学
教
育
と
今
日
ま
で
の
実
際
の
生
活
と
の
関
係
を
一
応
見
通
し
、
過
去
の
経
験
を

土
台
に
し
て
、
計
画
を
お
た
て
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
村
文
部
大
臣
・
・
・
…
只
今
お
話
が
ご
ざ
い
歪
し
た
が
、
多
数
の
卒
業
生
の
人
達
の
こ

と
を
考
え
ま
す
と
、
実
際
文
部
省
と
い
た
し
て
も
責
任
を
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
ち
よ
い
と
お
尋
ね
に
対
し
て
親
切
で
は
な
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
今
度
政
府
で
は
経
済
計
画
を
立
て
ま
し
て
六
年
と
い
う
期
間
に
経

済
の
蓮
直
し
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
一
年
、
一
年
の
計
画
を
検
討
い
た
し
て
お

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
後
の
内
容
の
充
実
の
点
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
れ
と
経
済
の
発
展
に
伴
う
、
そ
れ
に
関
係
す
る
人
達
の
数
を
併
せ
て
六
年
計

画
の
中
に
一
応
の
見
込
み
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
話
を
い
た

し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
結
構
で
は
な
い
か
、
や
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
申
し
ま
す
の
で
事
務
の
方
に
も
申
し
ま
し
て
そ
の
調
査
を
や
っ
て
み

よ
う
か
と
考
え
て
お
る
よ
う
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
刻
政
党
大

臣
は
困
る
と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
御
趣
旨
は
別
と
い
た
し
ま
し

て
も
、
そ
の
為
に
教
育
の
根
本
が
、
た
え
ず
動
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
困
る

と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
非
常
に
御
尤
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
教
育
の

大
本
が
、
大
臣
が
変
る
政
一
党
が
変
る
毎
に
変
る
の
で
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
の
で
私
の
仕
事
が
、
ど
う
か
政
党
が
変
っ
て
も
、
大
臣
が
変
っ
て

も
教
育
の
大
本
は
ど
こ
も
か
わ
ら
な
い
と
云
う
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
蕗
ち
つ
く
よ
う

に
す
》
句
の
が
義
務
だ
と
、
そ
の
つ
も
り
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。

第
一
一
回
総
会
議
事
要
録

鰯

じ
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霞
Ｐ
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鰯
雲

（
第
二
日
）

の
審
議
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
各
委
員
長
よ
り
左
の
通
り
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

｜
、
各
常
置
委
員
会
所
管
事
項
の
報
告

第
一
常
置
委
員
会
滝
川
委
員
長
代
安
達
氏

１
、
文
理
学
部
の
問
題
に
つ
い
て

一
般
教
育
と
の
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
学
科
を
集
約
し
て
そ
の
大
学
の
特
長
を

発
揮
す
る
、
そ
の
た
め
に
大
学
相
互
間
に
お
い
て
学
科
交
流
に
よ
り
そ
の
線
の

整
備
充
実
を
図
曼
こ
の
方
針
の
下
に
調
査
研
究
す
る
と
い
う
結
坐
祀
に
達
し

た
。

２
、
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
七
常
置
委
員
会
と
相
談
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
同
委
員
長
か
ら
報
告
し
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
常
置
委
員
会
小
池
委
員
長

１
、
入
学
試
験
の
問
題
に
つ
い
て

Ⅲ
調
査
書
の
書
式
に
つ
い
て

入
学
試
験
は
、
学
力
試
験
、
調
査
書
及
び
身
体
検
査
を
綜
合
し
て
合
否
を
Ｊ

決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
と
か
く
学
力
試
験
を
偏
重
し
、
調
査
書
灘

を
重
ん
じ
な
い
風
が
あ
る
。
そ
の
結
果
浪
人
が
増
え
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
く

文
部
行
の
入
学
試
験
研
究
協
議
会
で
調
査
書
な
ど
簡
単
に
し
て
生
徒
の
成

績
を
大
学
側
で
参
考
に
で
き
》
Ｃ
よ
う
に
す
る
意
図
で
考
え
た
。
そ
れ
は
、
成

績
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
の
五
段
階
に
分
け
、
Ａ
に
何
人
、
Ｂ
に
何
人
と
い
う
よ
う

に
配
分
し
て
、
個
交
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
Ａ
の
段
階
に
属
す
る
か
、
Ｂ
の

段
階
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
記
入
す
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
秋
の
総
会

に
は
具
体
的
に
文
書
に
し
た
も
の
で
報
告
で
き
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ｎ
浪
人
発
生
の
問
題
に
つ
い
て
東
大
の
例
で
は
、
そ
の
年
の
高
校
卒
業
生
の

入
学
率
は
、
一
一
十
八
年
度
四
一
一
一
・
九
％
、
一
一
十
九
年
度
一
一
一
九
・
八
％
、
一
一
一
十

年
度
一
一
一
一
一
一
・
六
％
で
一
年
浪
人
の
者
が
一
一
十
八
年
度
四
一
一
・
一
一
一
％
、
一
一
十
九

年
度
四
一
一
。
七
％
一
一
一
十
年
度
四
九
・
六
と
な
っ
て
い
ろ
。

一
橋
大
学
の
例
で
は
、
そ
の
年
の
高
校
卒
業
生
の
入
学
率
は
、
一
一
十
八
年

度
一
一
一
四
。
一
一
％
、
一
一
十
九
年
度
一
一
三
・
五
％
、
一
一
一
十
年
度
一
一
七
・
七
％
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
又
、
去
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
国
・
公
・
私
の
大
学
で

短
期
大
学
を
合
せ
て
志
願
者
数
百
一
一
一
十
八
万
人
、
入
学
者
は
百
十
六
万
人
と
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な
っ
て
い
る
か
ら
、
一
一
十
一
一
万
の
浪
人
が
あ
っ
た
訳
で
、
こ
れ
は
入
試
問
題

の
如
何
に
か
か
わ
ら
す
、
入
学
出
来
な
い
浪
人
の
絶
対
数
で
あ
り
、
大
き
な

社
会
問
題
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
浪
人
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
話
し
合
っ

た
。

２
、
高
蝉
学
校
の
新
教
育
課
程
の
実
施
に
伴
う
入
学
試
験
の
方
法
の
改
訂
に
つ
い

－し

高
等
学
校
教
育
課
程
審
議
会
長
か
ら
文
部
大
臣
宛
に
出
し
た
要
望
害
に
よ

り
、
新
教
育
課
程
は
三
十
一
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
の
で
、
右
に
つ
い
て
入
学

試
験
の
方
法
を
ど
う
す
る
か
一
応
話
合
っ
た
が
、
慎
重
に
研
究
を
要
す
る
も
の

と
し
て
結
論
は
未
だ
州
し
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
「
社
会
」
に
お
い
て
、
四
つ
の
科
目
の
中
か
ら
一
’
三
科
目
を
選

ば
せ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
四
科
目
は
受
験
さ
せ
な
い
と
あ
る
。
問
題
は
単

位
の
こ
と
で
あ
る
が
、
各
科
目
は
一
一
一
’
五
単
位
を
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
試
験
問
題
の
川
し
方
が
大
き
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
文
科
系
の
大
学
、

学
部
、
学
科
に
お
い
て
は
、
五
単
位
程
度
の
出
題
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理

科
系
で
は
、
三
単
位
し
か
や
っ
て
い
な
い
か
ら
そ
の
範
囲
で
出
題
し
て
欲
し
い

と
い
う
要
望
で
あ
る
が
、
然
し
、
大
学
で
高
い
程
度
の
出
題
を
す
る
と
高
等
学

校
に
影
響
す
る
と
思
う
。
「
理
科
」
に
お
い
て
も
同
様
で
理
科
系
の
大
学
、

学
部
、
学
科
で
は
五
単
位
の
内
容
で
、
文
科
系
の
大
学
、
学
部
、
学
科
で
は
三

単
位
の
内
容
で
出
題
す
る
。
耕
し
、
文
科
系
の
大
学
で
五
単
位
程
度
の
出
題
を

し
た
の
で
は
高
等
学
校
の
教
育
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。

３
、
新
制
大
学
の
専
門
課
程
の
在
り
方
に
つ
い
て

こ
れ
に
つ
い
て
は
長
い
精
題
で
あ
る
が
、
未
だ
結
論
を
出
し
得
な
い
の
で
中

間
報
告
を
し
た
い
。
委
員
会
と
し
て
は
、
法
、
経
、
文
、
理
、
工
、
農
の
六
学

部
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
文
部
省
に
依
頼
し
、
現
実
に
即
し
て
対

策
を
考
え
た
い
と
い
う
意
見
で
研
究
し
て
い
る
。
最
近
大
学
基
準
協
会
で
行
っ

た
専
門
教
育
研
究
会
の
委
員
会
の
報
告
を
材
料
と
し
、
新
制
大
学
に
お
け
る
専

門
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
を
し
た
。

工
業
教
育
に
お
け
る
単
位
の
配
分
に
つ
い
て

一
般
教
育

三
六
単
位
語
学
一
六
単
位
体
育

四
単
位

基
礎
科
目
（
理
学
）
一
二
〃
〃
基
礎
専
門
一
六
〃
〃
専
門
科
目
一
一
○
〃
〃

｣O~～

録、

1m騒霞１

縄
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Ⅷ一一
ア
ル
フ
ァ

二
○
単
位

計
一
二
四
単
位

右
に
つ
い
て
工
業
教
育
に
お
い
て
は
、
ア
ル
フ
ァ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

各
大
学
の
特
色
を
発
揮
す
る
こ
と
が
面
白
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
応
の

話
し
合
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
商
経
学
部
門
委
員
会
が
、
商
経
学
専
門
教
育
の
在
り

方
に
つ
い
て
一
般
教
育
並
び
に
大
学
院
と
の
関
連
に
お
い
て
研
究
し
、
特
に
専

門
教
育
の
学
科
目
単
純
化
を
検
討
し
た
結
果
の
科
目
表
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

伝
統
と
学
問
の
流
れ
或
は
社
会
と
の
つ
な
が
り
も
あ
る
の
で
、
ア
ル
フ
ァ
を
活
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
大
学
の
特
色
を
生
か
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
以
上

の
問
題
も
本
会
で
取
り
上
げ
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
常
置
委
員
会
代
表
戸
田
氏

第
四
常
置
委
員
会

戸
田
氏
よ
り
決
議
事
項
の
披
露
が
あ
り
、
こ
れ
は
要
望
書
に
し
た
い
と
思
う
が
、

む
づ
か
し
け
れ
ば
学
生
部
長
の
待
遇
改
善
を
優
先
的
に
扱
っ
て
頂
く
こ
と
を
お
願
い

し
た
い
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

決
議
事
項

１
、
学
生
部
叉
は
厚
生
補
導
部
の
長
の
待
遇
改
善
を
優
先
的
に
扱
う
こ
と
。

２
、
学
生
補
導
費
を
何
等
か
の
形
に
お
い
て
増
額
す
る
こ
と
。

３
、
各
大
学
に
お
け
る
補
導
厚
生
に
関
す
る
部
の
名
称
を
統
一
す
る
こ
と
。

４
、
学
生
部
叉
は
厚
生
補
導
部
に
専
任
の
部
長
を
置
く
、
但
し
教
官
を
兼
ね
得
る
者

で
あ
る
こ
と
。

５
、
学
生
寮
の
増
設
と
そ
れ
に
伴
う
経
常
費
、
人
件
費
の
増
額
を
図
る
こ
と
。

６
、
国
際
学
生
会
議
の
性
格
と
計
画
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、
文
部
省
で
調
査
し
各
大

学
に
通
知
す
る
こ
と
。

７
、
学
生
部
長
会
議
を
本
総
会
の
前
日
に
開
き
、
そ
の
決
議
事
項
を
第
三
及
び
第
四

常
置
委
員
会
に
相
談
し
、
そ
の
希
望
を
本
総
会
に
反
映
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

第
五
常
置
委
員
会
寺
沢
委
員
長

新
設
の
大
学
は
ま
だ
不
備
の
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
こ
れ
が
完
備
す
る
ま
で
は
、

旧
設
の
大
学
の
方
だ
の
ご
援
助
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
話
し
合
っ
た
。
こ

れ
は
非
常
勤
講
師
と
し
て
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
こ
れ
に
対
し
て

は
、
旅
費
や
手
当
な
ど
の
経
済
的
裏
付
が
必
要
な
の
で
こ
の
点
は
、
第
六
常
置
委

員
会
に
ご
審
議
を
お
願
い
し
た
。

慰
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第
六
常
置
委
員
会
沢
田
委
員
長

１
、
大
学
財
政
委
員
会
設
置
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
調
査
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る

の
で
、
実
態
調
査
を
促
進
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
五
二
の
要
望
と
は

か
け
は
な
れ
て
い
る
の
で
、
繰
返
し
大
学
施
設
整
備
に
関
す
る
審
議
会
及
び
大
学

財
政
委
員
会
の
設
置
を
要
望
し
た
い
。

２
、
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
は
重
点
主
義
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
所
謂
ヒ
モ
付
き
で
な
い
も
の
に
す
る
か
、
文
部
省
の
自
由
裁
量
の
も
の
を
増

や
す
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

３
、
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
所
謂
職
務
俸
、
研
究
俸
等
に
つ
き
、
既
に
要

望
書
に
し
て
出
し
て
あ
る
が
、
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
補
導
職
の
管
理
職
手
当
の

問
題
も
特
に
強
調
し
こ
れ
も
繰
返
し
要
望
書
に
し
て
頂
き
た
い
。
第
五
委
員
会
の

人
的
援
助
の
裏
づ
け
経
費
の
増
額
の
問
題
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

４
、
大
学
特
別
会
計
の
構
想
は
、
専
門
委
員
に
お
い
て
な
お
研
究
中
で
あ
る
が
、
施

設
整
備
を
短
期
間
に
や
る
方
法
と
し
て
、
大
学
公
債
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
当
時
客
観
情
勢
上
棚
上
げ
し
た
が
、
政
府
で
公
債
政
策
に
移
り
相
な
気
配
が

な
い
と
と
ら
な
い
の
で
、
そ
の
際
は
考
え
直
す
機
会
が
あ
る
や
ら
知
れ
な
い
。
こ

と
国
立
大
学
の
財
政
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
す
ぐ
に
実
現
す
る
も
の
で
も

な
い
。
兎
に
角
何
か
良
い
構
想
が
で
き
た
ら
報
告
す
る
。

５
、
施
設
整
備
の
た
め
の
実
態
調
査
を
し
た
い
の
で
、
本
協
会
調
査
研
究
費
の
使
用

を
認
め
ら
れ
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
部
省
を
側
面
か
ら
援
助
し
た
い
。

第
七
常
置
委
員
会
柴
沼
委
員
長

１
、
教
育
職
員
免
許
法
が
改
正
に
な
っ
て
専
門
教
育
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
っ

た
。
従
来
は
量
に
重
点
を
お
い
た
が
、
今
日
は
量
よ
り
も
質
に
重
点
を
お
く
必
要

か
ら
教
員
の
質
を
よ
く
す
る
た
め
の
計
画
を
文
部
省
で
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
専

門
教
育
の
教
員
養
成
の
要
望
が
増
す
に
つ
れ
、
教
員
の
階
級
別
と
か
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
基
準
と
か
、
教
員
養
成
学
部
の
設
備
の
基
準
と
か
、
教
員
養
成
に
関
す
る

長
期
講
座
設
置
と
か
を
文
部
省
で
立
案
中
の
由
で
あ
愚
。
又
、
四
年
制
の
課
程
を

増
加
し
二
一
年
制
課
程
を
減
ら
す
方
針
は
、
将
来
も
続
く
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
分
校
（
二
年
制
課
程
）
を
仮
に
四
年
制
に
昇
格
す
る
と
い
う

問
題
に
な
る
と
予
算
上
の
点
で
政
治
問
題
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
う
。

２
、
文
理
学
部
の
悶
題
に
つ
い
て

鰯
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右
に
つ
い
て
、
種
交
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
専
門
教
育
の
重
視
の

点
か
ら
問
題
が
あ
る
。
免
に
角
、
教
員
養
成
の
点
か
ら
云
え
ば
そ
の
専
門
教
育
を

ど
こ
で
や
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
大
変
困
る
問
題
と
思

う
。
現
在
、
施
設
と
か
教
官
の
配
置
と
か
が
、
中
学
校
の
教
員
養
成
を
す
る
課
程

に
重
点
が
お
か
れ
す
ぎ
て
い
る
が
、
小
学
校
の
教
員
に
な
る
養
成
も
考
え
て
行
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
小
学
校
教
員
に
な
り
手
が
な
く
な
る
弊
害
が
あ
る
。
教
育
学
部

を
も
つ
と
充
実
さ
せ
て
行
き
た
い
こ
と
な
ど
話
し
合
っ
た
。

右
の
報
告
が
終
っ
て
、
十
一
時
十
分
よ
り
別
室
で
役
員
会
を
開
き
十
一
時
四
十
分

再
会
。
議
長
よ
り
、
各
常
置
委
員
会
委
員
長
よ
り
の
報
告
に
関
連
し
て
意
見
が
あ
っ

た
ら
自
由
に
発
一
一
一
一
Ｈ
し
て
欲
し
い
と
述
べ
ら
れ
、

花
田
大
分
大
学
長
学
生
部
長
の
身
分
保
証
や
待
遇
の
問
題
は
、
総
会
の
決
議
の
形

に
ま
と
め
て
要
望
し
て
頂
き
た
い
。

蝋
山
お
茶
の
水
女
子
大
学
長

Ｈ
京
都
大
学
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
単
に
事
実
を
知
る
と
云
う
よ
り
も
名
大
学

長
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
ど
ん
な
取
扱
い
を
す
べ
き
か
、
法
的
或
は
制

度
の
上
の
手
続
き
な
ど
検
討
し
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

同
大
学
財
政
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
要
望
書
を
出
し
て
実
現
さ
れ
な
い
も
の
を

操
返
し
て
要
望
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
新
た
な
理
由
と
か
今
迄
の
考
え
方

に
代
る
べ
き
理
由
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
、

特
別
会
計
と
か
大
学
公
債
と
か
を
研
究
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
経
済
六

ヵ
年
計
画
に
は
文
教
政
策
も
入
っ
て
い
て
研
究
中
で
あ
る
と
文
相
も
云
わ
れ
て

い
る
か
ら
、
協
会
と
し
て
経
済
審
議
会
に
委
員
を
出
す
と
か
、
或
は
直
接
要
望

し
て
は
如
何
か
。
文
教
関
係
の
公
共
事
業
費
に
し
て
も
同
様
産
業
界
に
も
訴
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
委
員
長
自
ら
出
馬
し
て
頂
い
て
は
如
何
。

会
長
よ
り
第
一
の
点
に
つ
き
、
本
協
会
総
会
は
、
個
汽
の
大
学
に
お
い
て
起
っ
た

事
件
を
批
判
し
検
討
す
る
こ
と
は
や
ら
な
い
、
個
友
の
大
学
夫
盈
の
お
考
え
が
あ

り
、
又
遣
り
方
が
あ
っ
て
や
っ
て
行
く
の
だ
か
ら
、
参
考
に
伺
う
だ
け
で
、
処
置
の

良
否
に
つ
い
て
批
判
し
な
い
方
針
で
扱
っ
て
い
る
。
文
相
も
大
学
学
術
局
長
も
国
会

の
答
弁
で
、
大
学
の
自
治
を
尊
重
す
る
大
学
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
か

ら
大
学
に
ま
か
し
て
い
ろ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
学
自
治
の
原
則
を
こ

こ
で
改
め
て
取
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
沢
田
委
員

級適
一
」
鏑
『

[霧

鰯
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重
慰
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鰯八一七

長
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
委
員
長
自
身
が
経
済
審
議
会
に
入
り
込
む
わ
け
に
も
い
か
な

い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
全
員
の
共
同
の
責
任
に
お
い
て
対
策
を
考
え
た
い
旨
を
述
べ
ら

れ
、
次
い
で
中
山
一
橋
大
学
長
よ
り
、
経
済
審
議
会
の
委
員
を
し
て
い
る
が
、
こ
の

審
議
会
は
、
学
校
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
機
関
で
は
な
い
か
ら
協
会
と
し

て
の
し
っ
か
り
し
た
案
を
持
っ
て
出
な
い
で
は
む
づ
か
し
い
問
題
だ
と
の
発
言
が
あ

り
、
会
長
よ
り
、
Ｈ
政
府
の
経
済
六
カ
年
計
画
と
併
行
し
て
、
大
学
五
ヵ
年
計
画
と

い
っ
た
も
の
を
樹
て
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
政
府
は
文
教
を
中
心
と
し
た
経
済
態
勢
を

樹
立
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
色
宜
の
機
会
に
進
言
し
て
い
る
が
、
政
府
で
は

賛
成
し
な
い
よ
う
だ
。
口
金
の
問
題
に
な
る
と
、
大
蔵
省
で
ｆ
）
国
会
方
面
で
も
国
立

大
学
の
数
が
多
い
と
い
う
。
実
質
的
に
減
ら
す
の
は
困
難
だ
が
、
形
式
的
に
は
可
能

『
だ
。
ア
メ
リ
カ
で
も
加
州
に
は
加
州
大
学
は
一
つ
し
か
な
い
し
、
ロ
ン
ド
ン
で
ｊ
も
ロ

ン
ド
ン
大
学
一
つ
し
か
な
い
。
こ
れ
は
私
見
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
例
え
ば
、
九
州

に
九
州
綜
合
大
学
と
い
う
形
の
ｑ
も
の
一
つ
に
し
て
、
各
県
に
あ
る
も
の
を
内
容
的
に

・
充
実
し
て
重
点
主
義
に
や
っ
て
行
く
こ
と
も
出
来
る
か
と
思
う
。
大
学
協
会
と
し
て

は
、
現
在
の
状
態
で
あ
れ
は
困
る
こ
れ
は
困
る
と
い
っ
て
そ
の
日
暮
ら
し
に
な
ら

な
い
で
協
会
自
身
が
積
極
的
に
根
本
問
題
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思

う
と
述
べ
ら
れ
た
。

次
に
会
長
よ
り
、
役
員
会
に
お
い
て
、
要
望
事
項
を
審
議
し
た
結
果
、
次
の
二
点

に
つ
い
て
要
望
害
を
提
出
し
て
は
ど
う
か
と
き
ま
っ
た
の
で
お
諮
り
し
た
い
。
案
文

を
作
成
す
る
時
間
が
な
い
の
で
要
望
の
趣
旨
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
提
案
さ
れ

た
。

一
、
厚
生
補
導
の
閼
題
に
つ
い
て

厚
生
補
導
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
度
盈
繰
返
し
て
論
議
さ
れ
文
部
省

に
対
し
て
も
要
望
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
が
、
重
ね
て
厚
生
補
導
問
題
が
非
常
に

重
要
で
あ
る
こ
と
を
申
し
、
特
に
次
の
一
一
点
に
つ
い
て
強
調
す
る
。

１
、
厚
生
補
導
職
員
の
地
位
と
待
遇
及
び
定
員
に
つ
い
て
十
分
考
慮
し
て
欲
し

い
。
地
位
と
い
う
の
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
の
所
謂
部
局
の
長
の
地
位
を
与

え
、
そ
の
待
遇
に
つ
い
て
は
特
に
給
与
を
改
善
す
る
こ
と
、
又
、
定
員
を
新
た

に
つ
け
て
専
任
と
し
、
適
任
者
を
配
す
る
よ
う
に
考
慮
し
て
貰
い
た
い
。

２
、
学
生
の
厚
生
補
導
に
関
す
る
諸
施
設
例
え
ば
寮
、
学
生
会
館
を
増
設
並
び
に

既
設
の
も
の
の
整
備
改
善
を
因
ら
れ
た
い
。

麺一
一
一
、
大
学
財
政
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

大
学
財
政
の
強
化
確
立
に
つ
い
て
は
繰
返
し
要
望
し
、
又
大
学
財
政
に
関
す
る

委
員
会
を
設
け
て
強
力
に
推
進
さ
れ
た
い
こ
と
を
繰
返
し
述
べ
た
い
。

右
に
つ
き
、
沢
田
委
員
長
よ
り
、
昨
年
六
月
の
総
会
で
文
部
省
内
に
国
立
大
学

の
財
政
を
確
立
し
、
そ
の
整
備
充
実
を
図
る
目
的
在
も
っ
て
強
力
な
る
審
議
会
の
設

置
を
要
望
し
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
今
回
も
こ
の
点
重
旭
て
要
望
し
た
い
。
審
議

会
の
費
用
を
本
年
度
予
算
に
組
ん
だ
が
、
大
蔵
省
で
国
家
財
政
の
一
般
的
見
地
か
ら

削
ら
れ
て
い
る
が
、
審
議
会
が
出
来
る
ま
で
調
査
費
で
委
員
会
で
も
作
っ
て
推
進

し
て
ほ
し
い
。

会
長
よ
り
、
右
要
望
事
項
に
つ
ぎ
総
会
に
諮
ら
れ
、
異
議
な
く
可
決
し
た
。
な
お

文
案
は
会
長
に
一
任
さ
れ
た
。

叉
、
寺
沢
電
気
通
信
大
学
長
よ
り
、
そ
の
後
の
大
学
管
理
法
案
に
つ
ぎ
質
問
が
あ

り
、
稲
田
大
学
学
術
局
長
よ
り
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
文
部
省
と
し
て
も
急

い
で
作
る
考
え
は
な
い
と
回
答
さ
れ
た
。

最
後
に
、
進
藤
事
務
局
長
が
京
都
大
学
問
題
に
関
し
、
同
学
が
発
表
し
た
告
示
の

朗
読
が
あ
っ
た
。

以
上
を
も
っ
て
十
二
時
一
一
一
十
分
閉
会
し
た
。

要
望
書
提
出
に
つ
い
て
は
、
本
号
彙
報
に
掲
載
、
ご
参
照
願
い
ま
す
。

日
時
昭
和
一
一
一
○
・
七
・
二
八
・
（
木
）
午
後
一
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
会
長
及
び
副
会
長
並
に
在
京
常
置
委
員
及
び
在
京
、
千
葉
、

山
梨
、
茨
城
各
大
学
の
専
門
委
員
。
東
京
水
産
大
学
長
代
理

出
席
。
欠
席
、
東
京
農
工
大
学
長
、

文
部
省
西
田
学
生
課
長

本
日
の
会
議
は
、
文
部
省
か
ら
の
要
求
に
よ
り
、
至
急
開
催
の
た
め
、
在
京
の
各

委
員
の
参
集
に
と
ど
め
、
文
部
省
作
成
の
「
学
生
健
康
保
険
に
関
す
る
立
法
措
置
要

綱
案
」
等
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

長
尾
東
京
医
科
歯
科
大
学
長
が
議
長
と
な
り
、
会
議
の
趣
旨
の
説
明
が
あ
り
、

４
、
第
三
、
第
四
常
置
委
員
、
同
専
門
委
員
会

、
關
．
。
ご

｜關、．

~～

縄
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文
部
省
よ
り
、
一
、
学
徒
厚
生
審
議
会
長
、
同
会
学
生
健
康
保
険
部
会
長
連
名
の
松

村
文
部
大
臣
宛
「
学
生
健
康
保
険
制
度
に
関
す
る
建
議
」
。
二
学
生
健
康
保
険
制

，
度
基
礎
調
査
中
間
集
計
結
果
表
。
’
一
一
、
学
生
健
康
保
険
制
度
財
政
計
画
案
・
四
、
学

生
健
康
保
険
に
関
す
る
立
法
措
置
要
綱
案
。
の
書
類
配
布
の
上
、

西
田
学
生
課
長
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
詳
細
に
わ
た
っ
て
説
明
が
行
わ
れ
、

次
い
で
意
見
希
望
の
開
陳
と
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
「
学
生
健
康
保
険
制
度
」
は
懸
案
で
あ
り
、
重
要
問
題
の
一
つ
で
も

あ
る
の
で
本
協
会
と
し
て
は
、
更
に
改
め
て
、
こ
の
全
委
員
会
議
を
再
開
し
、
役

」
負
会
も
開
催
し
て
慎
重
審
議
し
、
結
論
を
得
る
こ
と
と
し
、
又
、
こ
れ
ら
の
会
議

開
催
前
に
、
各
国
立
大
学
に
対
し
本
件
に
関
す
る
要
旨
を
通
知
す
る
と
共
に
、
各
大

学
の
意
見
希
望
を
取
り
ま
と
め
照
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
（
午
後
四
時
半
散
会
）

文
部
省
か
ら
の
配
布
書
類
（
四
種
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

昭
和
一
一
一
十
年
七
月
一
一
一
十
日

文
部
大
臣
松
村
謙
三
殿

学
徒
厚
生
審
議
会

会
長
矢
野
一
郎

学
徒
厚
生
審
議
会
学
生
健
康
保
険
部
会

部
会
長
未
高

信

学
生
健
康
保
険
制
度
に
関
す
る
建
議

本
審
議
会
は
、
昭
和
一
一
十
八
年
十
月
以
来
、
学
生
健
康
保
険
部
会
を
設
け
て
学

生
の
健
康
保
険
制
度
に
つ
ぎ
慎
重
審
議
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、

｝
別
紙
の
建
議
書
の
と
お
り
局
部
会
の
議
決
が
あ
り
ま
し
た
の
で
学
徒
厚
生
審
議
会

令
第
一
条
お
よ
び
第
六
条
第
四
頃
の
規
定
に
よ
り
、
こ
こ
に
建
議
し
ま
す
。

つ
ぎ
ま
し
て
は
、
こ
の
建
議
書
を
御
検
討
の
上
、
そ
の
実
現
に
つ
い
て
、
格
別
の

御
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

学
生
健
康
保
険
制
度
に
関
す
る
建
議

１
、
大
学
の
学
生
を
被
保
険
者
と
す
る
学
生
健
康
保
険
制
度
を
実
施
さ
れ
た
い
。

「
理
由
」
文
部
省
の
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
大
学
の
学
生
は
、
そ
の
約
半
数

が
既
存
の
社
会
保
険
を
利
用
で
き
な
い
状
態
で
あ
り
、
ま
た
約
半
数
の
学
生
は
、

自
宅
を
離
れ
て
他
郷
に
遊
学
し
、
そ
の
多
く
の
者
は
み
ず
か
ら
学
資
の
不
足
を
補

い
な
が
ら
、
経
済
的
に
き
わ
め
て
不
安
定
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
現
状
で
あ
る
。

総
一

鰯

句

綴
一
礼

鶴
〉

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
学
生
を
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
に
育
成
す
る
こ
と

は
、
教
育
基
本
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
教
育
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
大

学
は
学
生
の
健
康
管
理
を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
学
生
が
傷
病
に
冒
さ
れ

た
こ
と
を
発
見
し
て
も
、
医
療
費
を
確
保
す
る
手
段
を
与
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
保

健
指
導
の
徹
底
を
期
し
難
い
。
さ
ら
に
学
生
を
既
存
の
社
会
保
険
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
取
扱
う
こ
と
は
、
法
律
的
に
も
ま
た
学
園
社
会
の
特
殊
性
か
ら
み
て
も
適

当
で
な
く
、
大
学
の
行
う
健
康
管
理
と
表
裏
一
体
の
関
係
を
も
つ
独
自
の
健
康
保

険
制
度
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
と
に
、
将
来
、
国
家
社
会
の
中
堅
と
な
る

べ
き
学
生
の
修
学
上
の
障
害
と
し
て
は
、
経
済
的
困
窮
と
疾
病
と
が
最
大
の
も
の

で
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
奨
学
制
度
が
国
家
的
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
あ
ら
た
に
疾
病
と
負
傷
に
対
す
る
保
険
制
度
を
実
現
す
れ
ば
、
大
学

教
育
の
目
的
達
成
に
寄
与
す
る
と
と
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

２
、
学
生
健
康
保
険
制
度
を
実
施
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
全
学
生
を
こ
れ
に
強
制

的
に
加
入
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
学
生
か
ら
確
実
に
保
険
料
を
納
付
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
立
法
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

「
理
由
」
保
険
制
度
の
本
質
上
、
そ
の
堅
実
な
財
成
的
基
盤
を
確
立
す
る
に

は
、
疾
病
の
懸
念
あ
る
者
だ
け
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
逆
選
択
を
排
除
し
て
全
員
を
加

入
さ
せ
、
保
険
料
の
納
付
を
義
務
づ
け
て
、
強
制
的
に
徴
収
す
る
道
を
ひ
ら
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
こ
の
よ
う
な
法
的
根
拠
が
な
い
た
め
に
、
す
で
に
単
独

で
学
生
健
康
保
険
組
合
を
実
施
し
て
い
る
大
学
の
大
部
分
は
、
経
営
上
の
困
難
を

訴
え
て
い
る
。

３
、
学
生
健
康
保
険
制
度
は
、
現
在
の
情
勢
に
お
い
て
は
、
学
生
一
人
当
り
の
保
険

料
を
年
額
一
、
八
○
○
円
程
度
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

ィ
、
結
核
そ
の
他
特
定
の
傷
病
に
つ
い
て
は
、
一
年
半
を
限
っ
て
、
そ
の
療
養
に

要
す
る
費
用
（
初
診
料
を
除
く
。
）
の
全
額

ロ
、
そ
の
他
の
傷
病
に
つ
い
て
は
、
三
カ
月
を
限
っ
て
、
そ
の
療
養
に
要
す
る
費

用
（
初
診
料
を
除
く
。
）
の
半
額

「
理
由
」
学
生
が
現
に
支
出
し
て
い
る
医
療
費
の
総
額
お
よ
び
学
生
の
経
済
生

活
の
実
態
か
ら
考
え
れ
ば
、
保
険
料
年
額
一
、
八
○
○
円
を
こ
え
る
こ
と
は
困
難

榊￥鶴
.～

鶴
､

塗

鏡
一式

（２８）



蝋
４

画
鯵

二
彌

熱
ｊ
了

で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、
保
険
給
付
の
内
容
を
右
記
の
程
度
と
す
る
こ
と
は
、

学
生
の
修
学
上
の
困
難
を
除
去
す
る
上
に
最
低
の
条
件
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に

結
核
に
つ
い
て
は
、
年
令
的
に
も
、
も
っ
と
も
冒
さ
れ
や
す
い
時
期
で
あ
り
、
そ

の
治
療
に
多
額
の
費
用
を
要
し
、
修
学
上
の
支
障
と
な
る
こ
と
も
も
っ
と
も
は
な

は
だ
し
い
も
の
が
あ
る
の
で
こ
れ
に
重
点
的
に
有
利
な
給
付
条
件
を
設
け
、
早

期
に
発
見
し
て
早
期
に
完
全
な
療
養
を
受
け
さ
せ
る
道
を
ひ
ら
く
こ
と
が
、
保
健

指
導
上
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
、
保
健
事
業
運
営
に
要
す
る
事
務
費
の
全
額
を
国
庫
で
負
担
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
イ
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
○
○
分
の
五
○
、
ロ
の

保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
○
○
分
の
一
一
○
程
度
を
国
庫
で
負
担
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
結
核
予
防
法
に
お
い
て
公
費
半
額

負
担
と
し
て
一
部
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

４
、
学
生
健
康
保
険
制
度
は
、
そ
の
被
保
険
者
が
、
す
べ
て
大
学
の
学
生
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
望
主
し

い
。

イ
、
多
数
の
学
生
を
有
す
る
大
学
は
、
法
人
格
を
有
す
る
学
生
健
康
保
険
会
（
仮

称
）
を
組
織
し
て
み
ず
か
ら
保
険
者
と
な
り
、
そ
の
学
園
の
特
色
を
生
か
し
た

自
主
的
な
事
業
の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

豆
比
較
的
少
数
の
学
生
を
有
す
る
大
学
の
学
生
に
対
し
て
は
、
政
府
が
保
険
者

と
な
り
、
大
学
が
そ
の
事
務
の
委
任
を
受
け
て
事
業
の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

〈
、
発
生
す
る
傷
病
に
対
し
て
消
極
的
に
保
険
給
付
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
積
極

的
に
学
生
の
健
康
を
維
持
増
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
大
学
が
努
力
し
、
学
生
が

協
力
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
、
大
学
が
行
う
健
康
管
理
と
密

接
に
連
絡
の
あ
る
各
種
事
業
運
営
の
道
を
ひ
ら
く
こ
と
。

学生健康保険制度基礎調査中間集計結果表

（昭和29年11月～昭和30年３月）文部省大学学術局学生課

考＞ 用いた。

８．保険点数１点当りの単価は、地域別単価に本調査に現

鋳篁蟄毛二１０蕊言完ｉｉ芒ﾓ奎学域別傷病件数を加重して平均値を求め'2円'3銭
と、その調査該当校からの（Ａ表）健保適用時の学生1人当り年間医療給付額Ⅷ“１レーｏｎノー一つ丘オヨゴーテ宝旬､Ｅ－ｚ－

く傭老＞

Ｌこの調査は、昭和29年11月から昭和30年10月までの間
全国４年制大学昼間部の学生を対象として、毎月２，０００

の標本調査を行っているものと、その調査該当校からの
病気休学者調査報告とを総合して、３０年３月までの５カ

月間の中間集計を行い、その結果から年間の値を推定し
たものである。

2．（第１表)には、学生100,000人についてその年間傷病
件教と傷病別平均治療期間および１件当り平均医療費負
担額とを示した。

3．（第２表)には、一般通学者だけについて、その医療費
負担額の実績から100,000人の学生の年間医療費負担額
を推定した結果を示した。

4．（第３表)には、一般通学者の病類別治療日数と、病気
休学者の病類別治療月数に、病類別１日当り保険点数を
乗じて、学生100,000人に健康保険制度を適用した場合
の年間医療給付額を示した。

5．（Ａ表)は、第３表を学生１人当りに換算したものであ
る。

6．（Ｂ表)は、結核性疾患のうち転帰を示したものだけに
ついて、その発病後の治療月数の分布比率を示した。

7．病類別１日当り保険点数には、昭和28年11月の健康保
険被保険者医療給付実態調査(厚生省)の結果から男女別
・治療区分別、１日当り保険点数を算出し、木調査に現
われた男女別傷病件数を基準として加重平均したものを

_Ｅｊｌ鱗Fimw薑嘉'1菫i;F戻惠｢吾~許

限
限
均

上
下
平

一
般
通
学
者

200

168

184

2,033

９５５

１，４９４

366

330

348

2,599

1,453

2,026

1,274

1,197

1,２３６

「

慰

病
気
休
学
者

上限

下限

平均

1,020

９５８

９８９

254

239

247

全
学
生

上限

下限

平均

1，２２０

１，１２６

１，１７３

2，２８７

１，１９４

１，７４１

366

330

348

3,873

2,650

3,262

麹
〔Ｂ表）結核性疾患の治療月数分布比率

月数|･平|ｱｭに:に二|､二|至二に是圃ヨ
分布
比率 '3毒'17蓋'18莞|旧毒'１４斧'１０毛'8蓋'4毒’ 4割,話
霧l31l2q91郷'57617231823190`'9531100 嘘鐇

（２９）



(第１表）

学生100,000人の年間傷病件数。傷病別平均治療期間および１件当ｂ平均医療費負担額

婁薑|☆
,悪｣雷

その他の
疾患

(鱗X三）艀l診癬＝
|ｱﾚﾙｷﾞｰ

|籍
:申経系・
議覚器の
芙患

B2～35）

呼吸器
系疾患

計外傷分区
計

〔51）(70）(43～5０

7,600件1291,190件281,460件

９６，８００

３，３３０

9,730件'35,870件1,200千Ｆ12,930千2,1301門
－

４，６７０

ＤｌＴｌ９．６００
自家治療 う＿Ｈ［１９８－０

件
29,87011131,3409,73011,070

￣

１，６００

3-93018.0001,20012,670通院 Ｗ［
rｌ

Ｊ

3,460400 4Ⅲ[）ｌ４ＵＬ、Ⅱ４０［

且’歪】

425,990381,590

298,670

４．５日

22,400

20,130

５．１日

46,000 ５－２６０１１８.ＯＵＬ

【
】

９－６００１Ｚ４０－９３Ｌ3００１５－６OL９３［

325,61039,470 5００１］ｕＺ./し、’１８９．８６０］’２－８０［数’’１，６７０

5.2日3.3日 ｄｏ目ﾖⅢ ８４曰

128件’１９件

（
つ
い
）

717件

3,252

1,391梢

３９６１１０２ 7,955Ｚ
０

3,0715387３ 1０ ４６

12,4175９７１１３１ 4，５０７
－

７９５

９K］

1,6651９143数ⅢB7L

5.8月’9.1月’6.4月’9.7月’10.0月 13.5月〕月’８ コハノｊＩｌＺ」

今療月数Ⅱ1６

546円’164円’139円’400円’181円 1９１］

7468００１５６０１７００１９４０１９３０ 6７４１７０１１１７７０4９０１１9４

9,2001７．３００１４．６００１１１，２００１４，２００ 1２，５００１９，１００

7９０１３９０１１６４０ 4306７０１２４０１１，４００１３６０１４１０hEf。、

(注）１．「件数」とは、歴月の間に１日以上治療した傷病の総件数、「実件数」とは、年間に治ゆ・退学・死亡などの転帰を示した傷病の件数をいう。
２．病気休学者中、治療区分不明の者は在宅療養に含めた。

薑篦」

総》
蕊‘麟

鶴’
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(第２表）
学生100,000人の年間医療費負担額（休学者を除く）

_△

ニコ質・ｌＵ垂、ｹ呈呈要盈ｌｙ当イレ差と寡

馨鴎|:卿必[F運|艤襄。
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ケト負担本

１
１

Ｆ
Ｌ
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［
⑩
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負担本
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ケト負担本

４９ｑ,’３０48118581１７．９８
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(第３表）

学生100,000人に健康保険制度を適用したときの年間医療給付額

Ｌ
ｉｌ－

Ｉｉ

－－－

般 傷結核性

疾患

(瘡i雪fj号）

病 歯
疾

科
患アレルギー

･内分泌･物
質代謝・栄
養疾患
（21～26） 鷲|診■W:ｻﾞ≦

その他の
疾患

鱗;］三）

伝染病・
寄生虫病

神経系・
感覚器の
疾患

(32～35）

呼吸器系
疾患

区 分
外傷

〈
ロ

計
計

(3～18） (51）(43～50） (70）
千円

8,48］
千円
８０７

千円
,８３７

千円
3,123

自家治療
から通院
への転移

」Ｉ二丁と「正

上限 千円
142,852

２ 』．./７１１６ 3６３１１’８ ｂ・ＯｂＯ

下限 5,30Ｃ １ ,３６８ 904 ９－０４ 60ｂｌ９９

般
通
学
者

ひＯｌＺ[ｌｂｌｇ 28,263
通 院 5479,586 355 6,757 646’３，７６６１６．９７０１５２．６２８ 92,834６２［

入 院 3,1921，９１ 1,463
24,241

上限 4,54619,979 ,１９２３ 11,343 ソ７．５０８１３７－６計 6．６３６１９－９ ]1１２０３．２７８ 259,927０．６７(］

下限 16,798 3,739 ,７２３１ 9,124 ９－０８２１２４９ ､’４－７６ ｿ6１９５．４７６ 145,338
上限

病
気
休
学
者

69,64̄

63,42

725 658 1,020 ４Ｆ通院 87,212
下限 704 627 972 ４０ 】６１曰

（
、
、
）

OｄｌＺＣ ｿ7１１６.Ｏ７Ｃ 79,492
院入 32,37 571 166 601 ４０１９

4０，１９１dＵｌ７．５Ｚ［

上限 １０２．０１ 1,296 824 1,621計
Ⅲハル、Ｉユハ

】８【 127,403
下限 95,79 1,275 793 1,573 6９１３４ ４卜 119,683

自家治療
から通院
への転移

上限 8．４８ 807 ２,８３７ 3,123 10 ］．７７１１ｆ 3631］２Ｒ 142,852Ｄ、ＵＯＬ

下限全 5.300 ,３６８ 904 DＯｂｌ９９ 601２０．５１９ 28,263

学
生
１
１

限
限

上
下 7９ 228 1,272 ,０１３ 7,777通院 ９８７１３－９７９ 56Z’７０１９８ 180,046６２

7３．００８ 1,251 982 7,729 ｍＩＵワ】０
８］］’ＡＣ 671６８－６９８ 172,326６Ｚ［

院入 34,28 3,763 166 2,064
Ｆ１

Ｌ｣ ]b６１３０．１４９ 64,432限
限

上
下 1２１，９９ 5,842 4,016 12,964 』。､９３３１４０．７８ １ 〕８１１１０．２６４計 １１’８－６６卜 387,330ａ．６.八｣

112,591 5,014 2,516 10,697 皿Ｉ￣〃・'【】０－【］

ソ’５．１０４ ０６３１１１９．３６６ 265,021

(注）1 「自家治療から通院への転移」中、上限とは、全数が通院へ転移する場合、下限とは、「医者に見せるほどでない」と答えた者以外だけが
転移する場合をいう。

病気休学者の通院の下限とは、明らかに通院した者だけの場合、上限とは、それに治療区分不明の者を加えた場合をいう。２

：蔓！’
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二
、
国
庫
負
担
の
条
件

⑩
｜
股
傷
病
の
保

②
結
核
の
保
険
給

③
事
務
に
要
す
る

四
、
被
保
険
者
数

⑪
学
生
健
保
加
入

三
、
健
保
制
度
に
よ
る
給
付
条
件

⑪
初
診
料
は
、
患
者
負
担
と
す
る
。

②
一
般
傷
病
（
歯
科
を
含
む
。
）
は
、
給
付
期
間
を
三
カ
月
と
し
て
、
療
養
費

の
半
額
を
患
者
負
担
と
す
る
。

⑧
結
核
は
、
給
付
期
間
を
一
年
半
と
し
て
、
全
額
を
給
付
す
る
。

○
結
核
給
付
期
間
制
限
に
よ
る
医
療
給
付
逓
減
率

鶴
二
．
》
關
｜

』鰄聰

“１－

昭
和
一
一
一
十
年
七
月
二
十
五
日

学
生
健
康
保
険
制
度
財
政
計
画
案

大
学
学
術
局
学
生
課

『
健
保
制
度
適
用
時
の
年
間
医
療
給
付
額

別
紙
の
「
学
生
健
康
保
険
制
度
基
礎
調
査
中
間
集
計
結
果
」
の
Ａ
表
か
ら
、
学

生
一
人
当
り
年
間
所
要
医
療
給
付
額
を
つ
ぎ
の
と
お
り
と
す
る
。
（
保
険
財
政
の

安
全
度
を
高
め
る
た
め
、
上
限
の
値
を
と
る
。
）

⑩
｜
股
傷
病
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
十
分
の
二

②
結
核
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一

③
事
務
に
要
す
る
費
用
の
全
額

、
被
保
険
者
数

⑪
学
生
健
保
加
入
率
（
昭
和
二
十
九
年
一
月
調
査
）

適
用
除
外
者
健
保
・
共
済
組
合
の
本
人
保
険
が
あ
る
者
は
ご
・
娼
設

②
対
象
学
生
数
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日
現
在
）

給
付
期
間

逓
減
率

（
％
）

全
学
生
一

一、一一一一Ｃ’
一一、一一ハゼ

病
気
休
学
者
一

一、○一一○

区
分
一
結
核
性
疾
患
一
一
般
傷
病
一
歯
科
疾
患
一
合

計

一
般
通
学
者力
月

一一一

’
一九●一

一
一
一
六
●
一
一
四
九
●
〈

一〈

〃

九 一一ｓ円一一一、Ｃ一一一一一一円一
一
一
美
円
一
一
一
、
三
発
円

〃

一
一
一三
九
●
〈

〃

一

八

一一三四

セーーー●五 〃

一

一

四

〈一一●一一 〃

一一一〈

一一一六六一
一一一、ハゼ一一一

九
一
一
●
〈
’
ん
〈
●
一
一

〃

〃

四
八

一、一一や四

四
九
卯
胡一
○
□

１
０
）
二
Ｆ
、
ｆ
、
く
一
Ｌ

、
得
、
や
Ｃ
Ｃ
Ｃ
×
①
。
①

し
た
が
っ
て
、
保
険
料
を
年
額
一
、
八
○
○
円
（
月
額
一
五
○
円
〉
と
す
る
。

例
保
険
料
年
間
収
入
額

得
》
、
ｓ
×
、
盾
》
つ
Ｓ
×
つ
・
＠
Ⅱ
Ⅱ
認
Ｐ
ｓ
Ｐ
Ｃ
ｓ
田

⑤
差
引
余
裕
金

Ｈ
》
］
、
、
》
ｓ
Ｐ
Ｃ
ｓ
ｌ
（
、
臼
》
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
＋
⑭
⑮
Ｐ
ｓ
Ｐ
ｇ
ｅ
Ⅱ
Ⅱ
］
雷
・
ｓ
Ｐ
ｇ
Ｃ
田

六
、
事
務
費
国
庫
負
担
額

総
額
毒
唇
切
》
Ｓ
Ｐ
Ｃ
二
四

昭
和
一
一
一
十
年
七
月
二
十
五
日

学
生
健
康
保
険
に
関
す
る
立
法
措
置
要
綱
案

全
学
生
を
対
象
と
し
て
保
険
給
付
を
行
う
国
家
的
な
制
度
を
設
け
る
た
め
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
学
生
健
康
保
険
法
を
制
定
す
る
。

一
、
（
目
的
）
大
学
の
学
生
の
修
学
目
的
達
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
学
生
の
疾
病
ま

た
は
負
傷
に
対
し
て
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

全
大
学
学
生
（
聴
講
生
・
選
科
生
等
を
除
く
。
）
は
田
］
》
三
二
ン

③
被
保
険
者
数

ヨ
」
己
ｓ
×
（
得
Ｉ
Ｃ
．
ご
』
）
Ⅱ
、
盾
．
Ｓ
ｃ
ン

五
、
保
険
財
政
計
画

⑩
歳
出
予
定
額

一
般
傷
病
（
国
》
鵠
「
＋
⑭
＄
）
×
○
・
ｍ
×
、
信
ら
ｓ
Ｉ
・
『
Ｐ
ｇ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
国

結
核
Ｈ
》
居
◎
×
畠
・
切
設
×
臼
画
．
ｇ
Ｃ
ｌ
念
Ｐ
ｓ
Ｐ
Ｓ
Ｃ
田

合
計
停
》
Ｈ
鵠
》
Ｓ
Ｐ
Ｓ
○
四

②
国
庫
負
担
額
の
計
算

一
般
傷
病
Ｓ
》
鵠
『
＋
霊
①
）
×
Ｐ
国
×
望
画
》
○
三
Ⅱ
、
召
》
Ｂ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
田

結
核
岸
》
唐
◎
×
『
⑫
．
、
訳
×
Ｐ
、
×
臼
画
》
○
三
Ⅱ
遷
Ｐ
ｓ
Ｐ
ｓ
Ｃ
田

合
計
、
臼
》
Ｓ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
田

③
保
険
料
の
計
算

保
険
料
納
付
率
を
九
○
％
、
収
支
の
安
全
率
を
二
○
％
と
す
れ
ば
、
学
生
一

人
当
り
の
保
険
料
年
額
は
、

（
再
》
］
雷
》
Ｓ
Ｐ
ｓ
Ｃ
×
］
・
巴
’
二
］
》
ｓ
Ｐ
Ｃ
ｇ
ｌ
Ｊ
・
◎
フ
ョ

叡
守

一一慰台

罰J蕊!！

ｋ
Ｋ
Ｋ
ｌ
Ｉ
桴
〉
認
○
コ

録
一

'9鬮慰上
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一
一
、
（
大
学
の
協
力
）
大
学
は
、
と
の
事
業
の
執
行
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
（
届
出
の
義
務
）
大
学
の
長
は
、
被
保
険
者
の
異
動
そ
の
他
を
保
険
者
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
（
審
議
会
）
文
部
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
学
生
健
康
保
険
審
議
会
を
お

く
。

五
、
（
被
保
険
者
）
大
学
に
在
学
し
て
い
る
学
生
は
、
こ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
す

る
。
た
だ
し
、
通
信
教
育
の
学
生
を
除
く
。

六
、
（
適
用
除
外
）
法
律
に
よ
る
そ
の
他
の
社
会
保
険
の
被
保
険
者
、
組
合
員
ま
た

は
被
扶
養
者
で
あ
っ
て
こ
の
保
険
よ
り
厚
い
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
、
保
険
者
の
確
認
を
得
て
、
こ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
こ
と
が
で
る
。

七
、
（
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
と
喪
失
）
入
学
し
た
日
か
ら
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得
し
、
死
亡
・
卒
業
・
退
学
な
ど
に
よ
っ
て
資
格
を
喪
失
す
る
。

八
、
（
資
格
の
確
認
）
前
項
の
資
格
の
取
得
・
喪
失
は
、
保
険
者
の
確
認
に
よ
っ
て

効
力
を
発
生
す
る
。

九
、
（
被
保
険
者
証
）
保
険
者
は
、
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
者
に
被
保

険
者
証
（
写
真
添
付
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＋
、
（
保
険
者
）
保
険
者
は
、
政
府
お
よ
び
学
生
健
康
保
険
会
と
す
る
。

Ⅷ
十
一
、
（
政
府
管
掌
）
政
府
は
、
保
険
会
の
会
員
以
外
の
被
保
険
者
の
保
険
を
管
掌

し
、
そ
の
事
務
の
一
部
は
、
大
学
の
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
二
、
（
保
険
会
管
掌
）
保
険
会
は
法
人
と
し
、
大
学
の
長
お
よ
び
そ
の
大
学
に
在

学
す
る
被
保
険
者
の
す
べ
て
を
も
っ
て
組
織
し
、
そ
の
会
員
で
あ
る
被
保
険
者
の

保
険
を
管
掌
す
る
。

十
三
、
（
保
険
会
の
設
立
）
被
保
険
者
数
が
一
一
一
、
○
○
○
人
を
こ
え
る
大
学
の
長

は
、
規
約
を
作
成
し
、
文
部
大
臣
の
認
可
を
え
て
保
険
会
を
設
立
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

十
四
、
（
保
険
会
の
規
約
）
保
険
会
の
規
約
に
は
、
目
的
、
名
称
、
事
務
所
の
所
在

地
、
公
告
の
方
法
、
役
員
に
関
す
る
勇
一
項
、
評
議
員
会
お
よ
び
評
議
員
に
関
す
る

事
項
、
保
険
料
・
保
険
給
付
・
そ
の
他
事
業
に
関
す
る
事
項
、
会
計
資
産
に
関
す

る
事
項
、
規
約
の
変
更
に
関
す
る
事
項
、
お
よ
び
解
散
に
関
す
る
事
項
な
ど
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
約
の
変
更
は
文
部
大
臣
の
認
可
事
項
と
す
る
。

鰯』一

録

蕊
》

霞
一

十
五
、
（
保
険
会
の
役
員
）
保
険
会
に
は
、
会
長
・
理
事
・
監
事
を
お
く
。
会
長
は

大
学
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
会
長
は
保
険
会
を
代
表
し
て
業
務
を
総
理
し
、
理

事
は
会
長
を
補
佐
し
て
業
務
》
と
掌
理
す
る
。
監
事
は
業
務
を
監
査
し
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
、
評
議
員
会
に
報
告
し
、
会
長
に
意
見
を
述
べ
る
。

十
六
、
（
評
議
員
会
）
評
議
員
は
、
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
つ
ぎ
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
同
数
だ
け
会
長
が
任
命
す
る
。

任
期
は
一
年
と
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
。

⑪
会
員
の
互
選
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
者

②
大
学
の
教
職
員
ま
た
は
学
識
経
験
者

評
議
員
会
は
十
’
一
一
十
名
の
評
議
員
を
も
っ
て
組
織
し
、
会
長
が
招
集
す
る
。

会
長
は
、
収
支
予
算
・
借
入
金
・
規
約
の
変
更
。
解
散
等
に
つ
い
て
あ
ら
か

じ
め
評
議
員
会
の
意
見
を
閏
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
七
、
（
理
事
・
監
事
の
任
命
）
理
事
。
監
事
は
評
議
員
会
が
選
出
し
た
者
に
つ
い

て
会
長
が
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
理
事
は
会
員
以
外
の
評
議
員
の
な
か
か
ら
選

出
す
る
も
の
と
し
、
監
事
は
会
員
で
あ
る
評
議
員
と
会
員
で
な
い
評
議
員
の
な
か

か
ら
選
出
さ
れ
た
も
の
各
一
名
と
す
る
。

十
八
、
（
保
険
会
の
予
算
・
決
算
）
保
険
会
は
、
毎
年
度
事
業
計
画
・
収
支
予
算
を

作
成
し
て
文
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
ま
た
、
毎
年
度
事
業
報
告
書
・
財
務
諸
表

・
決
算
報
告
書
を
文
部
大
臣
に
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
会
長
は
、
決
算
報
告
書
を
評
議
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
九
、
（
監
督
）
保
険
会
は
、
文
部
大
臣
が
監
督
し
、
ま
た
監
督
上
必
要
な
命
令
を

発
し
、
報
告
を
求
め
、
業
務
の
状
況
ま
た
は
帳
簿
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
役
員
の
行
為
が
法
令
の
規
定
等
に
違
反
し
、
会
員
の
利
益
を
害
し
も
し
く

は
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
ぎ
、
ま
た
は
事
業
の
継
続
が
困
難
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
役
員
を
解
職
し
、
規
約
の
変
更
、
ま
た
は
保
険
会
の
解
散

を
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
、
（
解
散
）
保
険
会
は
、
大
学
の
廃
止
、
解
散
の
命
令
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り

解
散
す
る
。
ま
た
文
部
大
臣
の
認
可
を
え
て
解
散
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
解
散

の
際
、
保
険
会
の
権
利
義
務
は
政
府
が
承
継
す
る
。

一
一
十
一
、
（
受
給
要
件
）
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
を
受
け
る
に
は
、
そ
の
年
度
の

一
カ
年
分
の
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
年
度
途
中
の
入

藺恢

鶴

傘

醤
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学
者
に
つ
い
て
月
割
計
算
に
よ
る
保
険
料
）

二
十
二
、
（
受
給
方
法
）
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
証
を
保
険
医
・
保
険
薬
剤
師
ま

た
は
保
険
者
の
指
定
す
る
者
の
う
ち
、
自
己
の
選
定
し
た
者
に
提
出
し
て
療
養
の

給
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一
一
十
三
、
（
一
時
負
担
余
）
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
際
、
初
診
料
お

よ
び
療
養
に
要
す
る
費
用
の
一
○
○
分
の
五
○
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
結
核
そ
の
他
文
部
大
臣
の
指
定
す
る
。
傷
病
に
つ
い
て
は
、
初
診
料
だ

け
と
す
る
。
保
険
会
が
保
険
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
一
部
負
担
率
を
、
規
約
に

よ
っ
て
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
四
、
（
給
付
の
期
間
）
同
一
の
傷
病
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
発
し
た
疾
病
に
関

し
て
は
、
給
付
期
間
は
三
ヵ
月
、
結
核
そ
の
他
特
定
の
傷
病
は
一
年
半
と
す
る
。

た
だ
し
保
険
会
が
保
険
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
給
付
期
間
を
、
規
約
に
よ
っ
て

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
療
養
の
給
付
を
受
け
て
い
る
途
中
に
お
い
て
、
被
保

険
者
の
資
格
を
喪
失
し
て
も
、
上
記
に
定
め
る
期
間
は
継
続
し
て
給
付
を
受
け
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
内
に
、
健
保
・
船
保
・
共
済
組
合
の
被
保
険
者
ま
た

は
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
十
五
、
（
療
養
費
の
支
給
）
特
定
の
場
合
、
療
養
の
給
付
に
代
え
て
療
養
費
を

支
給
で
き
る
。

二
十
六
、
（
他
の
社
会
保
険
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
鑿
）
同
一
の
傷
病
に
つ
ぎ
、
他

の
社
会
保
険
に
よ
っ
て
給
付
を
受
け
た
場
合
、
ま
た
は
そ
の
他
の
公
費
負
担
の
給

付
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
と
重
複
し
て
給
付
は
し
な
い
、
た
だ
し
、
療
養
に
要

す
る
費
用
の
限
度
ま
で
は
、
そ
の
未
給
付
額
に
つ
い
て
給
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

二
十
七
、
（
給
付
制
限
）
一
般
社
会
保
険
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
被
保
険
者
が
正
当
な

事
由
な
く
、
学
校
の
行
う
身
体
検
査
、
保
険
者
の
行
う
強
制
診
断
を
拒
み
、
療
養

に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
保
険
給
付
の
全
部
歪
た
は
一
部
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
八
、
（
国
魔
負
担
）
国
庫
は
、
毎
年
度
、
つ
ぎ
の
費
用
を
負
担
す
る
。

一
、
結
核
そ
の
他
特
定
の
傷
病
に
関
す
る
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
○
○
分

の
五
○

二
、
前
号
以
外
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
一
○
○
分
の
二
○

l顯景，

鍛蔚
｢

Ｐ
、騎珂｜

彌鼻

三
、
事
務
に
要
す
る
費
用
の
全
額

国
庫
は
、
保
険
会
の
営
む
事
業
に
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’
’
十
九
、
（
国
庫
負
担
金
の
配
分
）
保
険
会
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
は
、
各
保
険
会

の
被
保
険
者
数
を
基
準
と
し
て
算
定
す
る
。

三
十
、
（
保
険
料
）
保
険
者
は
被
保
険
者
か
ら
毎
年
一
、
八
○
○
円
の
保
険
料
を
徴

収
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
会
の
場
合
は
、
そ
の
規
約
に
よ
っ
て
保
険
料
を
一
○

○
分
の
五
○
以
内
の
割
合
で
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
十
一
、
（
保
険
料
の
納
付
）
被
保
険
者
は
、
毎
学
年
の
始
め
に
、
保
険
料
を
一
括

し
て
保
険
者
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
管
掌
の
場
合
は
、
被
保
険

者
は
、
保
険
料
を
大
学
の
長
に
納
入
し
、
大
学
の
長
は
そ
れ
を
政
府
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
一
一
、
（
保
険
料
の
不
還
付
）
納
付
し
た
保
険
料
は
還
付
し
な
い
。

三
十
一
一
一
、
（
徴
収
金
の
督
促
）
保
険
者
は
、
滞
納
者
に
対
し
、
期
限
を
指
定
し
て
督

促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
管
掌
の
場
合
は
、
大
学
の
長
が
督
促
す
る
。

三
十
四
、
（
滞
納
処
分
）
督
促
し
て
も
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
処
分
し
、
ま
た
は
滞
納
者
の
居

住
地
等
の
市
町
村
に
対
し
て
そ
の
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
十
五
、
（
延
滞
金
）
保
険
者
が
督
促
し
た
と
き
は
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞

金
を
徴
収
す
る
。

三
十
六
、
（
先
取
得
権
）
保
険
料
そ
の
他
の
徴
収
金
は
、
国
税
。
地
方
税
に
つ
ぎ
他

の
公
課
に
先
だ
つ
先
取
得
権
を
有
す
る
。

三
十
七
、
（
保
険
施
設
と
福
祉
施
設
）
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
傷
病
の
療
養
ま
た

は
健
康
の
保
持
の
た
め
に
必
要
な
施
設
を
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
必
要
な
費
用
を
支
徴

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
十
八
、
（
審
査
）
保
険
給
付
に
関
す
る
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願
を
審
査

す
る
た
め
、
文
部
省
に
学
生
健
康
保
険
審
査
会
を
お
く
。

三
十
九
、
（
罰
則
）
法
令
違
反
の
診
療
担
当
者
、
保
険
会
の
役
員
、
大
学
の
長
そ
の

他
に
刑
事
罰
・
行
政
罰
の
規
定
を
設
け
る
。

四
十
、
（
施
行
）
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
保
険
給
付
は
十
月
一
日

か
ら
行
う
。

'1,蝋

爆
一
橘
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５
、
第
三
、
第
四
常
置
委
員
、
同
専
門
委
員
会

戸
田
委
員
長
、
議
長
と
な
り
開
会

先
づ
委
員
長
よ
り
、
学
生
健
康
保
険
に
関
す
る
文
部
省
案
に
対
す
る
各
大
学
か
ら

の
意
見
、
希
望
事
項
に
つ
き
、
本
日
ま
で
に
集
計
し
た
結
果
に
つ
い
て
文
部
省
原

案
を
可
と
す
ろ
も
の
四
、
保
険
料
全
一
、
八
○
○
円
は
高
額
で
あ
る
か
ら
、
一
二
一

○
○
円
以
内
を
希
望
す
る
も
の
｜
一
四
、
事
務
職
員
定
員
の
増
加
と
所
要
予
算
の
増
加

を
希
望
す
る
も
の
り
一
天
あ
り
、
そ
の
他
保
険
料
の
徴
収
方
法
な
ど
実
施
面
に
つ
い

て
種
々
の
意
見
が
あ
っ
た
旨
報
告
が
あ
り
。
次
い
で
文
部
省
西
田
学
生
課
長
よ
り
、

文
部
省
案
の
保
険
料
の
科
学
的
裏
づ
け
と
も
な
っ
た
学
生
健
康
保
険
制
度
基
礎
調
査

中
間
集
計
結
央
表
（
学
生
一
○
万
人
の
年
間
傷
病
件
数
・
傷
病
別
平
均
治
療
期
間
及

び
一
件
当
り
平
均
医
療
費
負
担
額
、
年
間
医
療
費
負
担
額
及
び
健
康
保
険
制
度
を
適

用
し
た
と
き
の
年
間
医
療
給
付
額
）
及
び
財
政
計
画
案
に
つ
い
て
詳
細
Ｅ
且
り
説
明

の
後
、
立
法
措
置
要
綱
案
に
つ
い
て
逐
条
説
明
が
あ
り
、
な
お
文
部
省
か
ら

一
、
特
に
御
意
見
を
承
わ
り
た
い
諸
点
。

１
、
原
則
と
し
て
全
学
生
を
強
制
加
入
さ
せ
る
制
度
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
か
。

２
、
保
険
給
付
の
条
件
、
国
魔
負
担
の
割
合
蝉
と
の
均
衡
に
お
い
て
、
学
生
の
負

担
す
る
保
隣
料
を
年
額
一
、
八
○
○
円
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
。

３
、
保
険
料
ｂ
徴
収
方
法
が
実
施
可
能
で
あ
る
か
。

４
、
こ
の
制
度
に
関
し
て
大
学
が
担
当
す
べ
き
業
務
が
適
当
で
あ
る
か
。

日
時

場
所

出
席
者

文
部
省

鰯

昭
和
三
○
・
九
・
一
一
一
・
（
月
）
午
前
十
時

東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

会
長
、
戸
田
委
員
長
、
東
委
員
長
Ｐ
各
常
置
委
員
（
神
戸
大

学
は
代
理
出
席
）
砺
各
専
門
委
員

欠
席
者
杉
野
目
、
古
林
、
松
生
の
各
委
員
及
び
大
塚

（
北
海
道
大
）
、
田
崎
（
信
州
大
）
、
瀬
尾
（
九
州
大
）
の
各

専
門
委
員

西
田
学
生
課
長

購

鰄

愈
霞
一

５
、
比
較
的
学
生
の
多
い
大
学
に
保
険
会
（
仮
称
）
の
よ
う
な
法
人
を
設
立
し
て

自
ら
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
か
。

二
、
な
る
べ
く
早
く
（
九
月
中
旬
ま
で
）
と
り
ま
と
め
た
い
、
い
づ
れ
か
の
結
論

１
、
原
案
に
必
要
な
修
正
を
加
え
て
明
年
度
か
ら
実
施
で
き
る
よ
う
促
進
す
べ

き
で
あ
る
。

２
、
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
の
で
、
明
年
度
か
ら
の
実
施
は
困
難
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
本
会
と
し
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
要
綱
案
を
中

心
と
し
、
こ
の
求
め
ら
れ
た
線
に
添
う
て
審
議
に
入
り
、
先
づ
第
一
の
問
題
点
で
あ

る
全
学
生
強
制
加
入
に
つ
い
て
は
、
保
険
制
度
の
建
前
か
ら
云
っ
て
も
本
法
を
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
は
強
制
す
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
と
し
、
第
一
ろ
保
険
料
を
年

額
一
、
八
○
○
円
と
す
る
案
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
根
拠
は
な
い
が
、
多
年
学
生
と

接
触
し
て
い
る
も
の
の
体
験
か
ら
し
て
と
の
額
で
は
学
生
の
心
理
的
影
響
が
大
き

く
、
実
際
上
困
難
で
あ
る
。
給
付
条
件
を
考
え
て
保
険
料
を
考
え
る
よ
り
も
、
先
づ

保
険
料
を
考
え
て
給
付
条
件
を
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
せ
め
て
月
額

一
○
○
円
、
年
額
『
一
一
○
○
円
、
に
し
ぼ
っ
て
こ
れ
に
即
し
た
給
付
条
件
を
考
え

る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
結
核
に
対
す
る
給
付
期
間
一
年
半
は
動
か
さ
な
い
で
給
付

を
八
○
％
に
減
ず
る
な
ど
）
と
の
意
見
が
多
く
、
次
に
第
三
の
保
険
料
の
徴
収
方
法

に
つ
い
て
は
、
新
入
学
生
か
ら
適
用
し
て
入
学
の
際
四
年
分
を
前
納
さ
せ
る
、
在
学

生
は
任
意
加
入
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
塁
が
、
保
険
料
の
四
年
間
前
払
は
法
的
に

見
て
又
他
に
例
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
又
授
業
料
の
分
納
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
も

あ
る
の
で
困
難
で
あ
る
。
授
業
料
の
末
納
者
は
退
学
処
分
を
す
そ
」
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
保
険
料
の
未
納
者
を
処
分
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
又
保
険
料
滞
納
者
を

国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
処
分
す
る
な
ど
は
教
育
的
見
地
か
ら
見
て
も
面
白
く

な
い
。
広
い
意
味
の
教
育
と
考
え
て
授
業
料
の
中
に
折
込
ん
で
ゆ
く
な
ど
特
別
の

立
法
は
出
来
な
い
も
の
か
な
ど
徴
収
困
難
説
が
多
く
、
次
に
第
四
の
問
題
で
あ
る
こ

の
制
度
に
関
し
こ
の
業
務
を
大
学
が
担
当
す
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

根
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
大
学
の
仕
事
に
よ
る
か
或
は
大
学
は
、
補
助
者
と
な

る
か
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
大
学
の
仕
事
と
し
て
担
当
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
適

当
で
は
な
い
が
、
但
し
こ
れ
を
担
当
す
る
た
め
に
は
、
人
及
び
予
算
の
裏
づ
け
を
必

ず
考
え
て
欲
し
い
。
で
な
い
と
実
際
上
実
施
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
を
特
に
考
慮

し
て
ほ
し
い
。
例
え
ば
被
保
険
者
で
○
○
○
人
に
対
し
最
少
限
事
務
官
一
人
、
『

解
一

一蕊一一
櫻
繍

電
》

鶴
一

（３６）



一
忽
鯏
繍
Ⅱ
帆
肱
娩
畑
ノ
始
昊
謨
職
薇
亨
仏
に
鷺
専
癒
回
く
わ
れ
る
が
左
の
条
件
が
伴
う
。

一
塊
０
大
蘓
樅
琳
川
ら
ｈ
ｆ
此

叱
イ
、
こ
の
業
務
に
必
要
な
事
務
職
員
の
定
員
と
、
経
費
と
を
必
ず
計
上
す
る
こ

畷
熱
徽
識
瀞
灘
蕊
棚
柳
疑
…
…
『
ｊ
ｉ
ｊ
■

○
○
○
人
を
増
す
毎
に
○
、
五
人
を
増
す
と
云
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
次
に
第
五
の

会

もあったが、それでは、教育的な味や自主的運営の妙味が無くなるので、ロ貝
政府管掌一本か、保険会を作り得る制度とするかの点については、財政６、役
的
基
礎
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
国
立
大
学
は
政
府
管
掌
一
本
を
可
と
す
る
意
見

保険会を置くことが出来ることとしたい。又この場合一一一、○○○人以上日時昭和一一一○・九。一一一一・（火）午前十時，
と以下を区別することはどうか、大学により又は地域的に見てもそれぞ場所東京大学大講堂南側会議室
れ事情を異にするので、その点を考慮して「比較的多数」と云った字句出席者会長、副会長、各役員、東委員長
に関する立法上の措置は、年末まででよろしいとしても、予算措置は九欠席、杉野目、勝沼、滝川、高橋、正田、古林、中
月中に取りまとめないと間に合わぬので、この際啓蒙期間をおいて慎重山の各役員。但し、東北大、大阪大、神戸大学長は
左
用
い
て
ほ
し
い
と
の
意
見
が
あ
り
、
次
い
で
一
一
、
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
制
度

各
代
理
出
席

文
部
省
稲
田
大
学
学
術
局
長
、
西
田
学
生
課
長

に扱うか、或は必要な修正を加えて至急提出するか、文部省としては一矢内原会長、主宰の下に開会
先
ず
、
戸
田
理
事
（
第
四
常
置
委
員
会
委
員
長
）
よ
り
、
学
生
健
康
保
険
制
度
に

度
提
出
し
て
、
た
た
か
れ
て
引
込
む
と
後
が
な
か
な
か
容
易
で
な
い
の
で
が
っ
ち

りと組んで関係者の協力の見通しをつけた上で提出したい・本日の修正関する昨九月十一百関催せる会議内容及び各大学より回答のあ→た意見
が一致したものであれば腹を決めて取りかかるが、まだ私立大学との意希望について詳細説明があった。

稲
田
大
学
学
術
局
長
よ
り
、
学
生
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
・
公
・
私
立
Ｊ

見
の
調
整
も
残
っ
て
い
る
し
、
学
生
か
ら
意
見
を
聞
く
た
め
の
調
査
も
し
た
い
と
考

えているとのことであり、種之検討の結果、本会としては必要な修正を大学全部を対象としているのでそれぞれの結論を承知してから、円滑Ⅳ
加えて至急提出することを望み、学生の意見調査については、本制度実樫に促進したい考えである。国立大学協会からも、先般依頼して置いたく
施の可否を聞く必要はないことでもあろうし、その調査の案を見てから諸点について書面をもって返事して欲しい旨の挨拶があり、

矢
内
原
会
長
よ
り
、
文
部
省
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
諮
り
協
議
の
結

に
し
て
ほ
し
い
・
そ
の
他
要
綱
案
中
、
一
一
一
十
四
、
一
一
一
十
五
、
一
一
一
十
六
の
各
項
は
再
検

討を要する、十六（評議員会）の項中、評議員会に学識経験者を参加さ某左記の通り採択された。
』
９
４
０
０
０
０
０
０
０
１
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
０
０
ｌ
０
１
１
０
６
１
１
１
１
’
０
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
６
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
１
Ａ

記
せ
る
こ
と
は
必
要
が
な
い
し
、
役
員
と
し
て
学
生
を
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
こ
と
や
、
｝

学生の役員が半数を占めることは運営上支障を来たすおそれがあるので一一、とくに意見を求められた諸点について
避けたいなど、以上活溌な質疑応答並びに意見の開陳があり、なお明日》⑪原則として、公学生を強制加入させる制度とすることが適当であ

る
と
考
え
る
。

の
役
員
会
に
お
い
て
検
討
し
た
上
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
午
後
七
時
四
十
一
（
②
保
険
給
付
の
条
件
、
国
庫
の
負
担
及
び
学
生
の
負
担
等
を
考
え
る
と
き
、
保

分
散
会
し
た
。

険
料
金
を
年
額
一
、
二
○
○
円
以
内
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

－
１
２
竜
斗
フ
眈
又
上
Ｐ
々
回
唯
で
ら
ろ
う
寵
不
可
詣
で
ば
な
い
。
徴
収
の
具
体

鰯

碑:Ｉ螺，

全
一
騨

愈

③
保
険
料
の
徴
収
は
中
堂
困
難
で
あ
ろ
う
が
不
可
能
で
は
な
い
。
徴
収
の
具
体

的
方
法
は
大
学
の
工
夫
に
委
釧
煽
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

㈲
こ
の
制
度
に
関
し
こ
の
業
務
を
大
学
が
担
当
す
る
こ
と
は
適
当
で
あ
る
と
恩

Ⅷ蟻

々

‘Ｉ蕊Ｌ

麹

蝿



｜
め
、
会
員
中
か
ら
若
干
名
会
長
が
任
命
す
る
と
す
る
こ
と
・

１
１
１
１
‐
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

（
続
き
第
四
項
は
、
こ
の
頁
末
尾
参
照
・
）

次
に
、
東
京
農
工
大
学
長
田
中
丑
雄
氏
は
七
月
一
一
一
十
一
日
任
期
満
了
に
よ
り
、
学

長
を
辞
職
さ
れ
た
、
従
っ
て
本
協
会
長
よ
り
推
薦
に
よ
り
就
任
さ
れ
て
い
た
大
学
設

置
審
議
会
委
員
も
辞
職
す
る
こ
と
と
な
る
］
曰
を
木
脇
会
長
に
申
出
ら
れ
た
の
で
と

の
趣
を
文
部
省
に
報
告
（
国
大
脇
庶
第
一
一
七
号
昭
和
一
一
一
十
年
八
月
九
日
）
し
た

が
、
そ
の
後
任
（
委
員
）
候
補
者
推
薦
は
急
を
要
し
な
い
と
の
こ
と
で
い
ず
れ
後
日

之
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

本
協
会
第
十
二
回
総
会
は
協
議
の
絲
果
、
十
一
月
十
八
日
、
十
九
日
の
両
日
開
催

す
る
こ
と
に
内
定
し
た
。

森
戸
副
会
長
は
、
九
月
十
九
日
か
ら
一
一
十
四
日
ま
で
、
イ
ー
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
い

て
開
催
さ
れ
る
国
際
大
学
協
会
第
一
一
回
総
会
に
本
協
会
を
代
表
し
、
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ア

ー
と
し
て
出
席
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
そ
の
趣
の
挨
拶
が
あ
っ
た
・

午
後
一
時
散
会
。

７
、
第
六
常
置
委
員
同
専
門
委
員
会

日
時
昭
和
一
一
一
○
・
九
・
十
五
・
（
木
）
午
後
一
一
時

場
所
東
京
大
学
大
講
堂
南
側
会
議
室

出
席
者
会
長
、
沢
田
委
員
長
、
内
田
、
清
水
、
勝
沼
各
委
員
、
東
京

教
育
大
学
長
中
川
委
員
は
代
琿

１
１
－
１
１
１
１
－
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
１
１
１
１
１
，
，

，
と
。

－
ロ
、
立
法
措
置
要
綱
案
の
第
一
一
一
十
四
、
第
一
一
一
十
五
、
第
一
二
十
六
項
は
不
適
当
と
一

考
え
る
の
で
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

白

一
⑤
比
較
的
学
生
数
の
多
い
大
学
に
保
険
会
の
よ
う
な
法
人
を
設
立
し
て
、
み
ず
一

一
か
ら
保
険
者
と
な
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
る
が
、
学
生
数
が
一
一
一
、
○
○
○
一

一
人
以
下
で
も
保
険
会
を
設
立
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一
一
一
一
、
な
る
べ
く
早
く
と
り
ま
と
め
た
い
と
い
う
結
論
に
つ
い
て

一
原
案
に
本
協
会
と
し
て
の
修
正
希
望
条
件
が
容
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
明
年
度
か
ら
一

一
実
施
で
き
る
よ
う
に
促
進
し
て
欲
し
い
。

一
一
一
一
、
評
議
員
会
に
つ
い
て

一
会
員
の
互
選
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
者
を
半
数
だ
け
会
長
が
任
命
す
る
制
左
改
」

鱒

■》

Fと

蝿
一

鐵｜・
綴
》

－Ａ

』
Ｉ

Ｚ
巨
畦
ｈ
ソ
鎗
宋
、
】
塵

侭
を
受
け
易
く
な
る
の
で
、
一
投
国
民
建
泰
呆
庚
亡
百

覇
盾
広
呼
に
は
自
腹

α
諸
暦
顎

各
専
門
委
員
、

沢
田
委
員
長
司
会
の
下
に
開
会

先
ず
、
清
水
委
員
よ
り
、
「
定
員
定
額
制
の
実
施
と
大
学
の
立
場
」
に
つ
い
て
極

め
て
詳
細
に
わ
た
る
意
見
希
望
の
開
陳
が
行
わ
れ
た
。
（
そ
の
内
容
は
、
本
協
会
「
会

報
第
九
号
」
に
全
部
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
参
照
願
い
ま
す
。
」

沢
田
委
員
長
よ
り
、
清
水
委
員
の
意
見
希
望
は
、
研
究
の
必
要
が
あ
る
か
ら
、
来

る
第
十
一
一
回
総
会
に
お
い
て
協
議
し
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
当
局
に
対
し
て
警

告
又
は
要
望
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
述
べ
ら
れ
た
。
勝
沼
委
員
よ
り
、
定
員
定
額
制

は
大
学
の
教
官
の
停
年
制
に
関
係
す
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
又
欠
員
の
利
用

と
い
う
か
、
欠
員
の
保
留
と
い
う
か
、
こ
の
面
に
お
い
て
も
考
慮
の
必
要
が
あ
る
と

の
意
見
も
あ
っ
た
。

「
旺
荊
一
一
一
十
一
年
度
基
準
予
算
に
お
い
て
、
若
し
、
授
業
料
値
上
げ
の
構
想
を
以
一

って予算を編成する場合は、学生の負担額が一時に急激に加重され―
ろ
こ
と
に
な
る
の
で
、
重
複
を
避
け
る
よ
う
特
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
・

Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
－
１

午
後
四
時
五
十
分
散
会

二
已
罠
△
五

月
十
三
日
廃
催
の
役
員
会
決
議
の
文
部
省
に
対
す
る
回
答
の
末
尾
に
、
左

岡
奔
へ
」
爪
醤

０
声一Ｔｌ

、
ミヨ

イ、

〃

個
威
保
障
紺
度
の
適
正
な
る
重
萱

團擬
－－

「
一
皿
病
一
鄙
剋

鰯 、

｝
檗
簔
暦
窪

侭
康
保
険
料
金
の
負
担
額
が
過
重

’
１
１
１
～
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｆ
ｊ

－

、
ソ
ー
室
巽
侭
曰
ヨ
フ
Ｌ
Ｈ

⑰
し
し
［
限
熟
刻
仔
、
謹
兵
、
ロ
全
く
不
Ｉ
。

〆聰#P-i

＝代rＵ

に
肺
心
ヨ

戯

市

鱗
ｸﾞ

（３８）



附
記
。
文
部
省
に
対
す
る
学
生
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
回
答
に
関
し
て
は
、

昭
和
一
一
一
十
年
九
月
一
一
一
十
日
附
国
大
脇
庶
第
一
一
一
八
号
を
以
っ
て
、
各
国
立
大
学

長
宛
通
知
済
で
あ
り
ま
す
。

鴎

,感鰄
＞

、
莉
鬮

｜癖．

ａ￣ 旬

二
会
計
中
間
報
告

Ｂ
支
田
の
部

１
総
会
費
（
第
十
一
回
総
会
）

２
役
員
会
費

３
委
員
会
費

４
会
報
発
行
費
（
第
８
号
）

５
調
査
研
究
費

６
人
件
費
（
職
員
三
人
）

７
情
品
費

８
倍
用
料

９
梢
耗
品
費

如
印
刷
費

ｕ
通
信
費

皿
旅

費

蛆
雑

費

ｕ
予
備
費

合
計

差
引
残

未
収
会
費
・
四
大
学
・
一
五
学
部
分

Ａ
収
入
の
部

１
会

費
（
六
八
大
学
・
一
二
一
一
一
一
学
部
分
）

２
銀
行
利
子

３
前
年
度
繰
越
金

合
計 Ⅷ感

一（

縄;L、

昭
和
三
十
年
十
月
十
五
日
現
在

一
・
一
一
五
、

一
五
、

九
五
一
、

二
・
○
八
一
一
、

一
五
四
、
一
一
三
八
円

九
、
九
○
○
円

三
五
、
七
一
○
円

三
八
、
○
一
一
五
円

三
一
一
、
九
○
○
円

三
一
四
、
○
五
○
円

六
、
○
○
○
円

九
、
七
一
○
円

五
、
一
四
五
円

二
、
七
○
○
円

一
七
、
六
六
六
円

○
円

一
五
、
八
八
三
円

○
円

六
四
二
、
○
一
七
円

・
四
三
九
、
九
八
六
円

七
五
。
○
○
○
円

騒

○
○
○
円

五
五
七
円

四
四
六
円

○
○
三
円

蝿
■

（３９）



二
副
会
長
」

代
理
す
る
。

三
理
事
は
祠

四
監
事
は
、

第
九
条
役
員
（

一一一一一

四

第
七
条

〈”／公一

第
八
条

第
一
章
総

貝

第
一
条
本
会
は
、
国
立
大
学
協
〈
云
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
な
連
絡
と
協
力
に
よ
り
、
そ
の
振
興
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

｜
国
立
大
学
の
振
興
に
つ
ぎ
必
要
な
調
査
研
究

二
教
授
及
び
研
究
上
に
お
け
る
大
学
相
互
の
協
力
援
助
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

第
四
条
本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
東
京
大
学
構
内
に
置
く
。

第
二
章
会

員

第
五
条
本
会
は
国
立
大
学
を
会
員
と
し
て
組
織
す
る
。

第
三
章
役

員

第
六
条
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く

一
会
長

一
人

二
副
会
長

一
人

三
理
事

十
四
人
（
会
長
、
副
会
長
を
含
む
）

四
監
事

二
人

第
七
条
理
事
及
び
監
事
は
、
総
会
で
会
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

２
会
長
及
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

三
、
一
稟

報

１
、
国
立
大
学
協
会
会
則

理
事
は
理
事
会
を
組
織
し
、
一

監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。

役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
｛

会
長
は
、
会
議
を
総
理
し
、
本
会
を
代
表
す
る
。

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
ぎ
は
、
そ
の
職
務
を

役
員
の
職
務
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

鰯

二
年
と
す
そ
。
但
し
、
再
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鰊一）

蕊
Ｐ

．
。
慰
軍

本
会
運
営
に
関
す
る
勇
一
項
を
処
理
す
る
。

２
補
欠
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
章
会

議

第
十
条
本
会
の
会
議
は
、
総
会
お
よ
び
理
事
会
と
す
る
。

２
総
会
お
よ
び
理
事
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
総
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け

れ
ば
議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
議
事
は
す
べ
て
出
席
者
の
過
半
数
で
定
め
る
。

第
十
一
条
総
会
は
毎
年
一
回
会
長
が
招
集
す
る
。
但
し
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た

と
ぎ
又
は
会
員
拾
名
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
は
、
臨
時
に
総
会

を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
会
長
は
総
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
一
一
条
理
事
会
は
、
毎
年
三
回
以
上
会
長
が
招
集
す
る
。

２
会
長
は
、
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
特
別
の
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
ぎ
は
、
会
長
は
、

理
事
会
の
議
を
経
て
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
会

計

第
十
四
条
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。

第
十
五
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
一
一
一
十
一
日

で
終
る
。

第
六
章
雑

則

第
十
六
条
こ
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
本
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
、
理
事
会
の
議
を
経
て
必
要
な
職
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

第
十
八
条
こ
の
会
則
は
昭
和
一
一
十
五
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る

叡
一

鬮
弩

・
醤

《謬
一

繍
4
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、鼠

membershipatageneralmeetin９．

２）Apresidentandavice-presidentshallbechosen

fromamongthedirectorsbytheirvote・

Art．８．ＴｈｅｄｕｔｉｅｓｏｆｔｈｅｏｆＩｉｃｅｒｓｓｈａｌｌｂｅａsfollows：

ａ）Thepresidentshallpresideatmeetingsandshall

representtheAssociation．

ｂ）Thevice-presidentshallassistthepresidentand

Shantakethepresident,ｓｐｌａｃｅｉｎｃａｓｅｔｈｅｌａｔｔｅｒ

ｉｓｕｎａｂｌｅｔodischargehisduties．

ｃ）Thedirectorsshallformtheboardofdirectorsto

dealwithmattersconcerningtheconductofthe

Association．

ｄ）Theauditorsshallaudittheaccounts、

Art、９．１）Ｔｈｅｔｅｒｍｏｆｏ伍cersshallbetwoyears,ｂｕｔｏｆ‐

ficersmaybere-elected、

２）ThetermofanofIicerfillingavacaｎｃｙｓｈａｌＩｂｅ

ｔｈｅｒｅｍａｉｎｄｅｒｏｆｈｉｓｐｒｅdecessor,ｓｔｅｒｍ・

ChapterⅣ、Meetings

Art、１０．１）TheAssociationshallhavebothgeneralmeet‐

ｉｎｇｓａｎｄｔｈｅｍｅｅｔｉｎｇｓｏｆｔｈｅｂｏａｒｄｏｆdirectors、

２）Neitherageneralmeetingnorameetingofthe
boardofdirectorsshallbeheldwithouttheat‐

tendanceofamajorityofitsentiremembership，

３）AllquestionsshallbedecidedbyamajOrityof

thosepresent･

Art、１１．１）Ageneralmeetingshallbecalledbythepresi‐

ｄｅｎｔａｔｌｅａｓｔｏｎｃｅｉｎｅｖｅｒｙｙｅａｒ．Aspecial

generalmeetingmayalsobecalledwhenthepre-

sidentconsidersitnecessaryorwhenmorethan

teｎｍｅｍｂｅｒｓｄｅｍａｎｄｉｔ、

２）Thepresidentshallpresideatageneralmeeting．

誉

TheArticlesoftheNationalUniversity

AssociationofJapan

ChapterI、General

ArticleLThisAssociationisnamedtheNationalUniversityAs‐

sociationofJapan・

Art．２．ＴｈｅａｉｍｏｆｔｈｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｉｓｔｏｆａｃｉlitateandencour‐

ａｇｅclosecontactandco-operationamongournational
univerSitiesandthustocontributetotheirpromotion・

Art．３．ToachievetheaforesaidaimtheAssociationshaU

undertakethefollowing：

ａ）tomakevariousstudiesnecessasyforimproving
theconditionsofournationaluniversities

b）tofacilitatemutualhelpandco-operationamong
theuniversitieswithregardtoteachingand

research

c）andothermattersｎｅｅｄｅｄｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｅａｉｍｏｆ
ｔｈｅＡｓｓｏciation・

Art．４．TheofficeoftheAssociationshallｂｅａｔｔｈｅＵｎｉｖｅｒ‐

sityofTokyo，Tokyo，Japan・

Chapterm・Membership

Art．５．ThemembershipoftheAssociationshallbenational

universitiesinJapan・

Chapterm・Officers

Art、６．TheAssociationshallhavethefollowingofficers：

ａ）President l

b）Vice-president－１頁

ｂ）Directors型（inclusiveofthepre‐
２／

sidentandvice-president）

ｄ）Auditors２

Art、７．１）Directorsandautditorsshallbeeleｃｔｅｄｂｙｔｈｅ

／、

尋
、'



Article3、Pouratteindrelebutmentionn6danｓｌ，articlepr6C6d‐

ent，laSoci6t6sechargedesmissionssuivantes：

１）Enqueteset6tudesjug6esnecessairespourle
l

d6veloppelnentdesUniversit6sd,Etat、

２）Questionsconcernantlacoop6rationetlesaides

mutuellesdesuniversit6senmati6red，enseigne-

mentetd'6tudes、

３）Toutesautrestdchesqu，ellejugeranecessaires

pouratteiｎｄｒｅｌｅｂｕｔｑｕ，elles，eｓｔｆix6･

Article4・LeSecr6tariatdelaSoci6t6asonsiegedansren-

ceintedel，Universit6deTokyo，VilledeTokyo・

ChapitreILMembres・

Article5、LaSoci6t6apourmembreslesUniversit6sd'Etat・

ChapitreIII・MemresduBureau・

Ａｒｔｉｃｌｅ６ＬｅＢｕｒｅａｕｄｅｌａＳｏｃｉ６ｔ６ｅｓｔconstitu6delafa9on
suivante：

１）UnPr6sident、

２）UnVice-Pr6sident、

３）１４administrateurs（ｙｃｏｍｐｒｉｓｌｅＰｒ６ｓｉｄｅｎｔｅｔｌｅ

Ｖｉce-Pr6sident)．

４）２contr61eurs、

Article7、Lesadministrateursetlescontr61eurssont61uspar

lesmembresr6unisenAssembl6eg6n6raleetchoisis

parmicesderniers，

２）LePr6sidentetleVice-Pr6sidentsont61usparles

administrateursetchoisisparmicesderniers、

Article8，LesfonctionsdesmembresduBureausontd6termi‐

ｎＳｅｓｃｏｍｍｅｓｕｉｔ：
’

１）LePr6sidentdirigelesaffairesdelaSoci6t6，ｅｔｉＩ

larepr6sente、

２）LeVice-Pr6sidentassistelePr6sident，ｅｔ，ｅｎｃａｓ

蘆ｊ

鏑 謬’
銭Ｉ▲ 愚１

Art、１２．１）Thepresidentshallcalltheboardofdirectorsto

meetatleastthreetimeseachyear、

２）Thepresidentshalltakethechairatthesemeet‐

lngs・

Art、１３．Afterconsultingtheboardofdirectorsthepresident

mayform，ifneeded，aspecialcommitteetostudy

aparticularmatter6

ChapterV、Accounts

Art、１４．TheexpensesoftheAssociationshaｌｌｂｅｍｅｔｂｙｔｈｅ

ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐｆｅｅａｎｄｏｔherincome.：

Art、１５．ThefiscalyearoftheAssociationshallbｅｆｒｏｍｌ

Ａｐｒｉｌｏｆｅａｃｈｙｅａｒｔｏ３１Ｍａｒｃｈofthefollowingyear･

ChapterVLMiscellaneous

Art、１６．ＮｏｒｅｖｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｓｏｆｔｈｅＡｓsociationshallbe

madeexceptbythedecisionofageneralmeeting

Art、１７．ＴｏｄｅａｌｗｉｔｈｔｈｅｇｅｎｅｒａｌａｆｆａｉｒｓｏｆｔheAssociation

necessarystaffmaybeemployedwiththeconsentof

theboardofdirectors，

Supplementary，

Art、１８．ThesearticlesoftheAssociationshalltakeeffecton

andafterl3July，1950.

グー、

雪
ｴｰﾉ

StatutsdelaSocietedesUniversitｅｓ

ｄＥｔａｔ

ChapitrePremier・Dispositionsgm6rales・

ArticlePremier・Lapr6senteSoci6t6s'appeUelaSoci6t6des

Universit6sd，Etat・

Article2・LaSoci6t6apourbut，ｐａｒｄ，〔troitscontactsetparla

coopErationentrelesUniversit6sdEtat，decontribuer

aud6veloppementdecesdernieres．

蔓

雷）
・露rp

凸

鐘 ｕ
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seildesadministrateurs・

ArticlelaPourfairedesenqu6tesｏｕｄｅｓ６ｔｕｄｅｓｓｕｒｄｅｓｑｕｅｓ‐

tionssp6ciales，１ePr6sidentpeut，surd6cisiondu

Conseildesadministrateurs，instituer，ｓ,ｉｌｙａｌｉｅｕ,ｄｅｓ

Ｃｏｍｉｔ６ｓａｄｈｏｃ，
－－－￣￣＝＝

ChapitreV・Comptabilit6．
’

Articlel4・Ｌｅｓｄ６ｐｅｎｓｅｓｄｅｌａＳｏｃｉ６ｔ６ｓｏｎｔａｓsureｅｓｇｒａｃｅａｕｘ
へ

cotisationsdesesmembresetad，autresrevenus・

Articlel5．Ｌ,ann6eiinanci6redelaSoci6t6commｅｎｃｅｌｅｌｅｒａｖｒｉｌ
'

ｅｔｓｅｔｅｒｌｎｉｎｅｌｅ３１ｍａｒｓｄｅｌ,anneesuivante･

ChapitreVIDispositionsdiverses、

Articlel6，Lesmodificationsdespr6sentsStatutsnepeuvent

etrefaitesquesurd6cisiｏｎｄｅｌ'Assembl6eg6n6rale・

Articlel7・Ｅｎｖｕｅｄ，exp6dierlesaffairescourantesdelaSoci6t6，

desemploy6speuventetrenommessurd6cisiondu
l

Conseildesadlninistrateurs・

Dispositionscompl6mentaires・

Articlel8・Lespr6sentsStatutsentrentenvigueurapartirde

l3juiIletl950．

ｄ,empechementduPr6sident，leremplacedansses

fonctions、

３）LesadministrateursformentleConseildesadmini‐

strateursettraitentlesaffairesconcernantrad‐

ministrationdelaSoci6t6、

４）Lescontr61eurssurveillentlacomptabilit6．
’

Article9・Ｌａｄｕｒ６ｅｄｕｌｎａｎｄａｔｄｕＢｕｒｅａｕｅｓｔｄｅｄeuxannees・

I1peutetrer661u、

２）ＬａｄｕｒＥｅｄｕｍａｎｄａｔｄ'unmembreduBureau

entr6enfonctionspoursuppl6erunevacanceest

fiｘ６ｅａｕｒｅｓｔａｎｔｄｅｌａｄｕｒ６ｅｄｕｍａｎｄａｔｄe

sonpr6d6cesseur・

ChapitrelV・Assembl6es・

ArticlelO・Lesassembl6esdelaSoci6t6sontl，Assembl6eg6n6‐

raleetleConseildesadministrateurs、

２）Ｌ,Assembl6eg6n6raleetleConseildesadmini‐
’

strateursnepeuventpasouvrirleursseancessa･

ｎｓｌａｐｒｅｓｅｎｃｅｄｅｌａｍｏｉｔｉ６ａｕｍｏｉｎｓｄｅｌｅｕｒｓ
夕

nlembresrespectifs、

３）Touteslesd6cisionssontprisesalamajorit6des

voixdesmelnbrespr6sents、

Articlell．Ｌ，Assembl6eg6n6raleestconvoqu6eunｅfoisparan

parlePr6sident．ToutefoislePr6sidentpeutcon‐

voqueruneAssembl6eg6n6raleextraordinaire，toutes

lesfoisqu，illejugen6cessaireouquelar6uniｏｎｅｎ

ａ６ｔ６ｄｅｍａｎｄ６ｅｐａｒｌＯｍｅｍｂｒｅｓａumoins、

２）LePr6sidentdevientd'o田ｃｅｌｅＰｒ６ｓｉｄｅｎｔｄｅｒＡｓ‐

sembl6eg6n6rale・

Articlel2・LeConseildesadministrateursestconvｏｑｕ６ｔｒｏｉｓｆｏｉｓ

ｐａｒａｎａｕｍｏｉｎｓｐａｒｌｅPr6sident、

２）LePr6sidentdevientd,ollicelePr6sidentduCon‐

（
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二
、
国
立
大
学
協
会
役
員
一
覧
表
國
和
汁
年
十
月
現
逵

会
長
（
理
事
）

嫁
矢
内
原
忠
雄
（
東
京
大
）

、
副
会
長
（
〃
）

森
戸

辰
男
（
広
島
大
）

理
事

杉
野
目
晴
貞
（
北
海
道
大
）

〃
》
高
橋

里
美
（
東
北
大
）

〃
戸
小
池

散
事
（
千
葉
大
）

．
〃

許
Ⅲ
内
田

俊
一
（
東
工
大
）

排
〃

ノ
江
国

正
義
（
横
浜
国
立
大
）

．、〃
一
戸
田

正
三
（
金
沢
大
）

、
〃

勝
沼

精
蔵
（
名
古
屋
大
）

．
〃

滝
川

幸
辰
（
京
都
大
）

．
〃

正
田
建
次
郎
（
大
阪
大
）

‐
〃

辻
田

力
（
愛
媛
大
）

〃
山
田

穰
（
九
州
大
）

〃
鰐
渕

健
之
（
熊
本
大
）

叩
監
事

ノ
弁
藤

半
彌
二
橋
大
）

〃
古
林

喜
楽
（
神
戸
大
）

各
常
置
委
員
一
覧
表

（
不
順
）

第
一
常
置
委
員
会
（
大
学
の
組
織
、
制
度
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

滝
川

幸
辰
（
京
都
大
）

訓
委
員

佐
藤

武
雄
（
信
州
大
）

〃
安
達

頽
（
山
梨
大
）

政
道
（
姉
電
畝
）

．
〃

蝋
山

仏
〃

山
田

穰
（
九
州
大
）

…
〃

鰐
渕

健
之
（
熊
本
大
）

，．〃
岡
出
、
幸
生
（
一
二
重
大
）

午
〃

江
国

正
義
（
横
浜
国
立
大
）

；
〃

辻
田

力
（
愛
媛
大
）

い
〃

関
口

勲
（
山
形
大
）

録

が

41蝿

蝋
一

弘
鑛
言

〃
大
野
純
一
（
小
樽
商
科
大
）

第
二
常
置
委
員
会
（
学
科
課
程
、
入
学
試
験
等
に
関
す
る
問
題
）

小
池
敬
事
（
千
葉
大
）

燕員賄いへ瓶ベユ拡朔八柳可佐Ｉ野－秀Ｉ之－勤（秋田犬）
〃

西
成
甫
（
群
馬
大
）

〃
大
杉
繁
（
静
岡
大
）

〃
遠
藤
隆
次
（
埼
玉
大
）

〃
高
橋
里
美
（
東
北
大
）

〃
》

大
畑
文
七
（
滋
賀
大
）

・
伊
〃
．
し

阿
部
孝
（
高
知
大
）

〃
花
田
大
五
郎
（
大
分
大
）

中
沢
良
夫
（
鯨
都
維
工
耀
）

〃〃
栗
原
一
男
（
宮
崎
大
）

第
三
常
置
委
員
会
（
学
生
の
補
導
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

東
龍
太
郎
（
茨
城
大
）

委
員

杉
野
目
晴
貞
（
北
海
道
大
）

〃
阿
部
久
次
（
福
島
大
）

ムロ田氏（留耐〆４噸－島１－－１通Ｉ郎一鰔』職権鰍）
〃〃

古
林
章
自
楽
（
神
戸
大
）

〃
岩
崎
真
澄
（
和
歌
山
大
）

〃
下
田
光
造
（
鳥
取
大
）

〃
緒
方
健
｜
二
郎
（
鹿
児
島
大
）

〃
一
掃
村
平
八
（
九
州
工
業
大
）

第
四
常
置
委
員
会
（
学
生
の
厚
生
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

！
戸
田
正
三
（
金
沢
大
）

委
員

古
屋
野
宏
平
（
長
崎
大
）

〃
井
関
貢
（
商
船
大
）

〃
松
生
義
勝
（
東
京
水
産
大
）

〃
山
内
得
立
（
京
都
学
彗
云
大
）

〃
長
尾
優
（
東
京
医
歯
科
大
）

鰔
－夕
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〃〃〃

第
五
常
置
委
員
（
云
（
大
学
間
の
協
力
に

委
員
長

委
負

〃〃い
〃

卵
〃

．
〃

い
〃

俺
給
利
叩
十
空
回

〃

Ⅷ
第
一
ハ
常
置
委
員
会
（
大
学
財
政
に
関
す

，
委
員
長

委
負

〃、
〃

．
〃

．
〃

い
〃

．
〃

．
〃〃

第
七
常
置
委
員
会
（
教
員
養
成
に
関
す

委
員
長

一
委
「
員

、
〃

．
〃

，
〃

”
〃

Ｉ鯨↑
､

勝
沼

精

清
水

勤

呑
口

一口

大
羽

真

藤
井
種
太

（
教
員
養
成
に
関
す
る
問
題
）

柴
沼

木
下

田
所
哲
太

清
水

多

伊
藤

泰

吉
井

義

鏑
木
外
岐
雄
（
宇
都
宮
大
）

郡
場
寛
（
弘
前
大
）

平
沢
俊
雄
（
大
阪
外
語
大
）

（
大
学
間
の
協
力
に
関
す
る
問
題
）

寺
沢
寛
一
（
電
気
通
信
大
）

正
田
建
次
郎
（
大
阪
大
）

上
野
直
昭
（
東
京
芸
術
大
）

石
原
寅
次
郎
（
富
山
大
）

児
玉
桂
三
（
徳
島
大
）

西
久
光
（
佐
賀
大
）

重
松
倉
彦
（
福
井
大
）

山
根
新
次
（
島
根
大
）

給
利
，
十
古
弁
ｌ
Ⅲ
Ｔ
ｌ
Ｉ
ｌ
態
午
１
家
（
室
蘭
工
業
大
）

ｂ
γ
０
，
〃
γ
い
つ
鳳
寧
戸
衛

鈴
木

内
田

！
録､11A轌

則

重
雄

俊
一

郎治彦二蔵

直
（
東
京
教
育
大
）

雄
（
東
京
学
芸
大
）

郎
（
北
海
道
学
芸
大
）

栄
（
岡
山
大
）

一
（
新
潟
大
）

次
（
岐
早
大
）

（
名
古
屋
大
）

（
名
古
屋
工
大
）

（
香
川
大
）

（
神
戸
商
船
大
）

（
福
岡
学
芸
大
）

（
島
根
大
）

（
握
燗
肛
嶬
）

二
毎
隅
ｆ
）

（
東
京
外
語
大
）

（
帯
広
畜
産
大
）

（
岩
手
大
）

（
東
京
工
業
大
）

３
、
森
戸
副
会
長
国
際
大
学
協
会
第
二
回
総
会

に
出
席

木
村
作
治
郎

山
下

康
雄

平
塚

錦
平
・

九
山

国
雄

瀬
尾
愛
三
郎

酒
弁

清
一

森
河

敏
夫

第
六
常
置
委
員
会
専
門
委
員

進
藤
小
一
郎

佐
藤

憲
三

樺
島
寛
之
助

内
，
藤
卯
三
郎
（
愛
知
学
芸
大
）

〃〃
落
合
》
太
郎
（
奈
良
女
子
大
）

〃
稲
荷
山
資
生
（
奈
良
学
芸
大
）

〃
北
川
久
五
郎
（
大
阪
学
芸
大
）

〃
松
山

基
範
（
山
口
大
）

第
三
、
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員

大
塚

博
北
海
道
大
学
学
生
部
長

柳
瀬

良
幹
，
東
北
大
学
学
生
部
長

柏
木

嵩
千
葉
大
学
学
生
部
長

斯
波

義
慧

東
京
大
学
厚
生
部
長

鎌
田

正
堂

東
京
学
芸
大
学
教
務
補
導
部
長

下
村

康
東
京
教
育
大
学
厚
生
補
導
部
長

堀
潮

一
橋
大
学
厚
生
補
導
部
長

１
フ
ラ
ン
ス
。
．
〈
リ
ー
所
在
国
際
大
学
協
会
事
務
総
長
四
・
言
・
【
の
君
の
氏
か
ら
、
国

,蝿39,

錨
寧
鯨
二
一
蝋
一

東
京
大
学
事
務
局
長

東
京
工
業
大
学
事
務
局
長

東
京
外
国
語
大
学
事
務
局
長

信
州
大
学
厚
生
補
導
部
長

金
沢
大
学
学
生
部
長

京
都
大
学
学
生
部
長

名
古
屋
大
学
学
生
部
長

広
島
大
学
補
導
部
長

山
梨
大
学
学
生
部
長

九
州
大
学
学
生
部
長

茨
城
大
学
学
生
部
長

大
阪
大
学
学
生
部
長

園

蝿

（４５）｡



立
大
学
協
会
長
宛
に
、
本
年
三
月
九
日
附
書
面
（
英
文
）
を
も
っ
て
、
国
際
大
学
協

、
会
第
一
一
回
総
会
が
九
月
十
九
日
か
ら
、
一
一
十
四
日
ま
で
房
｛
冒
す
巳
に
お
い
て
開
催
さ

れ
る
の
で
、
当
協
会
か
ら
一
名
又
は
そ
れ
以
上
の
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ア
ー
を
ア
ポ
イ
ン
ト

し
て
ほ
し
い
云
左
の
懇
請
状
が
寄
せ
ら
れ
た
。
七
月
十
五
日
附
を
も
っ
て
、
森
戸
副

会
長
が
出
席
す
る
旨
の
返
事
を
正
式
に
航
空
便
で
発
送
し
た
る
に
対
し
、
八
月
四
日

釧
附
を
も
っ
て
必
要
書
類
は
直
接
に
森
戸
学
長
に
送
付
済
で
あ
り
、
イ
ー
ス
タ
ン
プ
ル

に
お
い
て
大
い
に
歓
迎
す
る
と
の
返
事
を
寄
乙
さ
れ
た
。

懇
請
状
に
依
れ
ば
議
題
の
一
つ
は
、
《
《
円
げ
の
ａ
］
の
○
ｍ
目
ご
貝
の
笠
の
⑩
旨
四

Ｈ
四
目
＆
『
○
宮
口
、
ご
明
の
○
日
の
ご
》
》
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

森
戸
副
会
長
は
、
九
月
十
一
一
一
日
開
催
の
役
員
会
に
も
出
席
さ
れ
九
月
十
五
日
羽
田

空
港
発
一
路
イ
ー
ス
タ
ン
プ
ル
に
向
わ
れ
た
。

会
報
第
八
号
の
第
三
十
六
頁
に
、
学
生
就
職
対
策
（
中
央
・
都
道
府
県
）
本
部
設

置
要
綱
に
つ
い
て
全
文
を
掲
載
し
て
置
い
た
が
、
今
年
も
昨
年
と
同
様
な
方
針
に
よ

り
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
生
就
職
対
策
中
央
本
部
の
委
員
と
し
て
は
、
本
協

会
事
務
局
長
進
藤
小
一
郎
ｙ
幹
事
と
し
て
は
、
第
三
・
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員

斯
波
義
慧
が
労
働
省
か
ら
今
年
も
引
き
続
き
委
嘱
さ
れ
た
。

４
、
学
生
就
職
対
策
中
央
本
部
委
員
と
幹
事

Ｓ
、
要
望
書
（
第
二
回
総
会
）

第
十
一
回
総
会
の
決
議
に
基
き
、
左
記
の
通
り
、
文
部
大
臣
に
対
し
て
要
望
書

を
提
出
し
た
。

（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
一
一
十
年
六
月
二
十
八
日
附
国
大
協
庶
第
二
五

臘
号
を
も
っ
て
、
各
国
立
大
学
長
宛
に
報
告
済
で
あ
る
。
』
）

記

閂
写
」

昭
和
一
二
十
年
六
月
一
一
十
一
一
一
日

国
立
大
学
教
会

会
長
矢
内
原
忠
雄
④

文
部
大
臣
松
村
謙
三
殿

鰯

包
鼠
瀞
○
凡
鰹
Ｈ
１
ｌ
Ｉ
《
鰯
辮
｝
鰯
）

`鱗

要
望
書

去
る
六
月
九
日
十
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
国
立
大
学
協
会
第
十
一
回
総
会
を
開
催

し
、
』
大
学
各
般
の
諸
問
題
に
つ
ぎ
熱
心
な
協
議
を
い
た
し
ま
し
た
。
本
協
会
は
、
前

総
会
ま
で
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
事
項
の
中
、
特
に
重
要
且
つ
緊
急
を
要
す
る
と
思

わ
れ
る
も
の
に
つ
ぎ
、
数
次
に
わ
た
り
要
望
し
て
き
ま
し
た
。
文
部
当
局
並
に
関
係

各
庁
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
本
協
会
の
要
望
の
趣
旨
に
副
い
、
鋭
意
努
力
さ
れ
つ
つ

あ
る
に
か
か
わ
ら
す
、
諸
般
の
情
勢
か
ら
未
解
決
の
問
題
も
少
か
ら
歩
、
こ
れ
が
た

め
、
国
立
大
学
の
負
う
重
要
使
命
達
成
の
上
に
遺
憾
の
点
が
多
交
あ
り
ま
す
の
で

弦
に
従
来
要
望
し
て
き
ま
し
た
事
項
の
急
速
な
る
実
現
を
重
炮
て
要
請
い
た
し
ま
す

と
共
に
、
今
回
の
総
会
で
特
に
採
り
上
げ
ま
し
た
左
記
事
項
に
つ
ぎ
至
急
善
処
せ
ら

れ
ん
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
学
生
の
厚
生
補
導
に
つ
い
て
。

《
『
学
生
の
厚
生
補
導
に
つ
い
て
は
、
そ
の
強
化
を
図
ろ
た
め
左
の
事
項
に
つ
ぎ
特
に

措
置
さ
れ
た
い
。

１
学
生
部
、
又
は
厚
生
補
導
部
に
専
任
の
部
長
を
置
き
、
教
授
の
身
分
を
与

え
、
こ
れ
を
教
育
公
務
員
特
例
法
に
い
う
部
局
長
と
す
る
と
と
も
に
そ
の
待
遇

を
改
善
す
る
こ
と
。

２
学
寮
、
学
生
会
館
そ
の
他
厚
生
補
導
の
諸
施
設
を
増
設
す
る
と
と
も
に
、
既

設
の
も
の
の
整
備
改
善
を
は
か
る
こ
と
。

一
一
、
大
学
財
政
の
確
立
に
つ
い
て
。

国
立
大
学
が
そ
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
大
学
の
財
政

を
強
化
確
立
す
る
こ
と
は
、
根
元
的
且
つ
緊
急
の
問
題
で
あ
り
、
本
協
会
が
繰
返
し

強
く
要
望
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
年
第
九
回
総
会
に
お
い
て
国
立
大
学
の

財
政
を
確
立
し
、
そ
の
整
備
充
実
を
因
る
目
的
を
も
っ
て
、
文
部
省
内
に
強
力
な
る

審
議
会
の
設
置
を
要
望
し
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
未
だ
実

現
の
運
び
に
至
ら
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
早
急
の
実
現
を
因
ら

れ
、
延
い
て
は
大
学
予
算
の
安
定
性
と
継
続
性
を
確
保
す
る
た
め
、
適
確
な
る
年
次

計
画
を
樹
立
し
て
、
こ
れ
を
強
力
に
推
進
す
る
方
途
を
建
て
る
こ
と
に
格
段
の
努
力

を
い
た
さ
れ
た
い
。鋤
迎

懲
》

愈
丁
鏑
縢
詠
職
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ｌ
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ｌ
ｌ
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