


学校法人京都産業大学

五十年の歴史
（一）前史編 −京都産業大学の誕生−
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学校๏ਓژۀ࢈大学設ཱझҙॻ

　ຊֶֶڭߍ育جຊ๏のਫ਼ਆʹଇΓɺ
ಛʹࠃݐҎདྷのຊのྺ࢙とඒ͍͠ಓ
ٛత౷ΛॏΜ͡ɺຊຽのஂ݁と
ࠃのಠཱɺӴのਫ਼ਆʹపͨ͠ਅの
ຊ人とͯ͠։์ࡁܦɺࣗ༝қのࠃ
ܦքのۀ࢈େʹඋ͑ͯຊকདྷのࡍ
ӦฒͼʹՊֶɺٕज़のࢦಋऀͨΔ͖
੨Λ育成͢Δ͜とΛతと͢Δɻ
　͜のతΛୡ成͢ΔͨΊಓٛతਫ਼ਆ
ഉଞతͳຊओڱ育ʹॏΛஔ͖ภڭ
ٛͰͳ͘ɺൣғの๛͔ͳڭཆΛ
のੈք情Λेʹཧղ͠ݱ͚ͭʹ
ಘΔࡍࠃత֮ײΛ͔ͪ࣋͠ࠃຊ
のࠃՈࣾձʹରͯ͠ɺٛײʹప
͢Δਅのࣗ༝ຽओओٛのѪࠃతຊ人
Λཆ成͢ΔɻͦのͨΊಓಙڭ育ٴͼֶ
ज़ڀݚྗᔻཆʹؔ͢Δֶੜิಋ৫
Λॆ࣮͢Δɻ
　ຊେֶ๏ɾܦɾཧɾのֶ࢛෦Α
Γ成Δڠֶ࢈ಉの੍࢛૯߹େֶͰ͋
Δɻेܭըʹͯ成の༧ఆͰ͋Δ͕
ൃとͯ͠ɺֶࡁܦ෦ʢֶࡁܦՊʣ
ͼཧֶ෦ʢֶՊɺཧֶՊʣの二ٴ
ֶ෦と͠े࢛二ΑΓॱֶ྆࣍෦
のֶՊ૿ઃʢֶࡁܦ෦ʹܦӦֶՊɺཧ
ֶ෦ʹԽֶՊͦのଞʣと๏ֶ෦ɺֶ
෦のઃཱΛ࣮͢ݱΔɻ
成େֶのଟ͘ʹԙֶ֤ͯ෦طࡏݱ　
͕શ͘ಠཱແؔͳڭՊӡӦΛͯͭߦ
͍Δ͕ނʹਅの૯߹େֶの࣮ͯͭڍ
͍ͳ͍ɻ͜のΛಛʹল͠ຊେֶʹ
ԙͯྫֶ͑ࡁܦ෦とཧֶ෦ಛʹ
ֶՊとの࿈ؔΛີʹ྆͠ऀ͕Ұମとͳ

ʹࡍ࣮ʹӦܦの߹ཧతۀ࢈ݱͯͭ
ཱͭΑ͏ͳ人材の育成ʹΊΔɻ
෦ʹԙͯէのౝతநཧֶࡁܦ　
ʹภ͢Δࣄͳ࣮ࣾ͘ձのܦۀ࢈Ӧʹ
ཱͭॾֶՊʹॏΛஔ͖ɺಛʹ
ࡁܦքのେʹଈԠͯ͠ཧࡁܦݱ
తํ໘のॾֶՊのڭ育Λॏ͢ࢹΔɻཧ
ֶ෦ʹԙͯಠతՊֶऀɺൃ໌తٕ
ज़ऀとͳΓಘΔΑ͏Ԡ༻ֶɺԠ༻
ཧֶʹॏΛஔ͖ɺಛʹֶՊͰి
Δపఈతؔ͢ʹࡍのཧと࣮ػࢉܭࢠ
ࣝΛ༩͑ܦӦࣄのΦʔτϝʔγϤ
ϯԽͳͲɺۀ࢈ʹඞཁͳॾ෦のڭ育
ʹྗΛ͙ɻ
　ຊֶֶज़のڀݚΛపఈͤ͠ΊΔͨ
Ίݧ࣮ࣨڀݚஔΛඋ͠ڀݚʹඞཁ
ͳจߟࢀݙਤॻɺઐࢽࡶɺ࣮ࣨڀݚ
ೖ͢Δɻঘগ༗ҝߪʹցΛेثݧ
ͳڭɺڀݚһΛཆ成͢ΔͨΊւ֎ཹ
੍ֶΛઃ͚ɺຊʹԙͯΕ͍ͯΔ
ॾֶՊの৽ࣝΛ༌ೖͤ͞Δɻ
　ຊֶڀݚɺڭ育͕ݱの࣮ࣾձ͔
Β༡͢Δ͜とΛආ͚ΔͨΊڠֶ࢈ಉ
のଶΛٕ͑ۀज़ʹؔ͢Δґୗݚ
ઃΛඋ͑ɺࢪڀݚһਞ༰とڭԠͣΔʹڀ
と࢈ɺੜࣨڀݚքのۀ࢈ͨ͘·
の݁తڀݚྗڠΛਪਐ͢Δɻ
　ຊֶΞδΞޙਐॾٴࠃͼೆதถେ
ࢢܥຽ二ੈのཹֶੜのड༰Εଶ
Λ͑֎ࠃ人ֶੜʹରͯ͠ಛผのڭ
育Λ͠ࢪɺҎͭͯର֎қৼڵのҰ
Δɻ͢ࢿʹ
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学のਫ਼ਆݐ
　͍͔ͳΔࠃՈࣾձʹ͓͍ͯɺେֶߴ࠷のڀݚɾڭ育
のؔػͰ͋Δɻେֶの໋ɺকདྷのࣾձΛ୲ཱͬͯͭ人
材の育成ʹ͋Δɻ
　ͦのڭ育のඪɺ͍ߴ人֨Λͪɺ人ྙのಓΛ;Έ
ͣ͢͜とͳ͘ɺࣾձతٛΛཱʹՌͨ͠ಘΔ人Λͭ͘Δ
͜とͰ͋Γɺ͔ͦ͠の৬Ҭ͕ࠃͰ͋Ζ͏とւ֎Ͱ͋Ζ
͏とɺͦのԿΛΘͣɺશੈքの人ʑ͔Βଚ͞ܟΕΔ
ຊ人とͯ͠ɺશ人ྨのฏとのͨΊʹد༩͢Δਫ਼ਆΛ
ͬͨ人ؒΛ育成͢Δ͜とͰ͋Δɻ
　͜のΑ͏ͳ人ؒɺຊݹདྷのඒ͍͠ಓಙత౷Λਫ਼ਆ
తج൫と͠ɺ౦྆༸の๛͔ͳจԽڭཆΛʹ͚ͭɺઈ͑
ͣมಈ͢Δࠃ情ʹؔͯ͠ेͳࣝΛͪɺͦのՊֶ
తੳʹΑͬͯਖ਼͍͠情அのͰ͖ΔྗΛඋ͑ɺԿ
ͳΔہ࣌ʹ໘ͯ͠ɺৗʹಠࣗのݟղΛݾࣗ࣋͠ݎの৴
೦Λ؏͖ಘΔ人ؒͰ͋Δɻ
　͔͔Δֶੜの育成͕ɺຊֶのֶݐのਫ਼ਆͰ͋Δɻ

େֶ　ઃऀॳ૯　荒木俊馬ۀ࢈ژ
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大学学Վۀ࢈ژ
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京都産業大学ɹ学ض

έΠϩϯΛ͔ऀݡେֶのֶ章ɺΪϦγϟਆʹొ͢Δ馬のۀ࢈ژ
ͨͲͬͨ࠲ɺαΪλϦεʢࣹख࠲ʣΛ͋͠Β͍ɺͦのԼʹେֶのจࣈΛ
͍ͯ͠ΔɻେແลͳେӉΛࣗ༝ຉ์ʹ͚ۦ८Δʑの࢟ɺ৽͍࣌͠ʹɺ
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本学ઃऀɹ荒木俊馬
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大学開学前のҌ馬֗ಓと本ࢁ（昭和30年代）

大学開学前の本ࢁおよͼҌ馬֗ಓのόεఀ（昭和30年代）
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ઃஔೝՄਃ請書ྨを作成する荒木俊馬とখ野ྑհ
（ઍ代田ੜ໋Ϗϧの京都産業大学ઃ立事ॴに
て、昭和3�年）

想ஈ֊の「京都産業大学ઃ立झҙ書」ߏ
（荒木俊馬自ච）

「学ߍ法人ڵ（産）業大学ઃ立झҙ書」（ߏ想ஈ֊のઃ立झҙ書）
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事（昭和3�年）ઃෑ地地ݐࣷߍ

事中の本ؗ（昭和3�年）ઃݐ
（ࣨܜٳのちの学ੜ）事中のԾਤ書ؗઃݐ
（昭和3�年）

地ࡇにおける荒木俊馬とখ野ྑհ（昭和3�年）
におけるݱ事ઃෑ地地ݐࣷߍ
荒木俊馬（昭和3�年）
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事中の本ؗ（右্）とԾਤ書ؗ（のઃݐ
ちの学ੜࣨܜٳ、左Լ）（昭和3�年）

ॡした本ؗと荒木俊馬（昭和40年）

文部লより法人ɾ大学ೝՄにつ͖ؔऀの支ԉँࣙͳͲ挨拶ঢ়（荒木俊馬自ච）
（昭和40年݄̎̑日）
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史
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こ
の
た
び
『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
を
上
梓
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

本
学
の
創
設
者
・
荒
木
俊
馬
は
、
当
時
の
国
内
外
の
不
安
定
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
果

に

戦
す
る
行
動
力
を
も
っ
て
、
世

界
の
人
々
の
平
和
と
幸
福
に
ߩ
献
す
る
人
材
の
育
成
と
い
う
大
き
な
志
を
抱
い
て
京
都
産
業
大
学
の
開
学
に
心
݂
を
注
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
創
設
者
の
開
学
に
対
す
る
「
思
い
」
は
「
建
学
の
精
神
」、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
代
々
の
学
長
に
よ
る
「
教
学
の
理
念
」
に

込
め
ら
れ
、
現
在
も
力
強
く
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
社
会
の
急

な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展

と
同
時
に
、
地
域
社
会
の
人
口
減
少
・
少
子
高
ྸ
化
の
現
状
も

取
し
な
が
ら
、
国
内
外
の
場
所
を
問
わ
ず
ߩ
献
で
き
る
人
材
の
ഐ

出
と
い
う
普
ว
の
「
建
学
の
精
神
」
の
実
践
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
ひ
た
す
ら
歩
ん
で
き
た
本
学
の
五
〇
年
の
全
容
が
記
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
私
た
ち
は
、
五
〇
年
の
歴
史
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
創
設
者
の
「
思
い
」
を
再
確
認
し
、
多
く
の
先
人
た
ち
が
果

に

戦
し

て
築
か
れ
た
ز
多
の
功
績
を
受
け
継
ぎ
、
次
の
二
〇
年
、
三
〇
年
、
さ
ら
に
五
〇
年
先
を
見
ਾ
え
た
百
周
年
に
向
け
て
、
現
在
の
京

都
産
業
大
学
に
な
い
新
た
な
価
値
を
創
出
し
て
日
々
ᬏ
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、本
書
が
そ
の
ૅ
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

結
び
に
、
本
書
の
刊
行
に
当
た
り
、
資
料
の
ह
集
と
執
筆
、
そ
し
て
多
く
の
貴
重
な
助
言
と
資
料
提
供
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
関
係
者
各
位
に
深
ਙ
な
る
感
ँ
の
意
を
表
し
ま
す
。

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学�

理
事
長　

大
城�

光
正
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こ
の
度
の
『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
の
上
梓
を
お
ॕ
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
本
書
の
執
筆
、
ま
た
作
成

に
携
わ
っ
た
関
係
者
の
օ
様
に
心
よ
り
感
ँ
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、京
都
産
業
大
学
は
昭
和
四
十
年
に
創
設
さ
れ
、そ
の
後
五
〇
有
余
年
の
歴
史
を
経
て
、今
日
で
は
一
〇
学
部
、一
〇
研
究
科
、

お
よ
そ
一
万
五
〇
〇
〇
人
の
学
生
を
༴
す
る
総
合
大
学
に
ま
で
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
本
学
開
設
当
時
の
日
本
は
、新
幹
線
の
開
通
、

東
京
五
輪
の
開
催
、
人
口
の
増
加
な
ど
の
要
因
に
後
ԡ
し
さ
れ
、
急
ܹ
な
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
安
全
保

ো
等
の
問
題
で
社
会
は
大
き
く
動
ཚ
し
、
大
学
の
教
育
は
ひ
ど
く
荒
ഇ
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
な
か
、
荒
木
俊
馬
博

士
は
、
日
本
の
行
く

を
深
く
案
じ
、
将
来
の
社
会
を
担
っ
て
立
つ
人
材
を
育
成
す
べ
く
、
京
都
に
理
想
と
す
る
大
学
を
開
設
さ
れ

た
の
で
し
た
。

大
学
開
設
当
時
と
は
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
今
日
は
科
学
ٕ
ज़
が
高
度
に
発
展
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
も
進
み
、
ศ
利
な
時
代
と
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
社
会
は
複
雑
化
し
、
先
の
見
通
し
が
ࠔ
難
な
ࠞ

の
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
よ
り
強
く
将
来
の
社
会
を
担
う

人
材
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
大
学
年
史
の
発
刊
を
ܖ
機
に
、
建
学
の
精
神
、
お
よ
び
大
学
発
展
に
向
け
た
多

く
の
先
人
た
ち
の
取
り
組
み
を
ৼ
り
返
り
、
将
来
の
社
会
に
つ
な
げ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
学
は
、
建
学
の
精
神
に
込
め
ら

れ
た
創
設
者
の
強
い
思
い
、
本
学
開
設
当
時
の
パ
イ
Φ
ニ
ア
精
神
を
も
と
に
、
こ
の
神
山
の
地
か
ら
世
界
に
雄
ඈ
す
る
若
者
を
育
成

す
る
決
意
を
新
た
に
す
る
次
第
で
す
。

京
都
産
業
大
学�

学
長　

ࠇ
坂　

光
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本
書
で
は
、
京
都
産
業
大
学
の
五
〇
年
間
の
歴
史
を
五
巻
に
わ
た
っ
て
、
通
時
的
に
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
学

が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
復
興
を
経
て
高
度
経
済
成
長
を
迎
え
つ
つ
あ
る
な
か
、
東
京
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
翌
年
に
あ

た
る
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
学
創
設
者
の
荒
木
俊
馬
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
熊
本
県
鹿
本
郡
来
民
町
（
現
山
鹿
市
）
で
生
を
受
け
た
。
熊
本
の

地
で
成
長
し
た
荒
木
は
、
済
々
黌
で
学
ん
だ
の
ち
広
島
高
等
師
範
学
校
へ
進
学
し
た
。
広
島
高
等
師
範
学
校
卒
業
後
は
一
時
、
滋
賀

県
立
彦
根
中
学
校
の
教
諭
を
務
め
た
が
一
年
余
り
で
退
職
し
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
へ
入
学
し
た
。

同
大
学
で
は
、
開
設
間
も
な
い
宇
宙
物
理
学
科
に
籍
を
置
き
、
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
宇
宙
物
理
学
を
学
ん
だ
。
卒
業
と
同
時

に
理
学
部
の
講
師
に
就
き
、
ほ
ど
な
く
助
教
授
へ
昇
り
、
さ
ら
に
博
士
の
学
位
取
得
を
経
て
、
教
授
へ
と
昇
進
し
て
い
っ
た
。
昭
和

二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
の
敗
戦
後
、
荒
木
俊
馬
は
直
ち
に
京
都
帝
国
大
学
の
教
授
を
辞
し
、
京
都
府
天
田
郡
上
夜
久
野
村
（
現

福
知
山
市
）
に
隠
棲
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
日
本
社
会
や
教
育
に
対
す
る
危
機
感
を
次
第
に
抱
き
、
新
た
な
大
学
設
立
構
想
を
持

ち
始
め
た
荒
木
は
、
京
都
に
帰
還
後
、
保
守
派
の
論
客
と
し
て
活
動
を
展
開
し
つ
つ
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
ご
ろ
よ
り
本

格
的
に
大
学
設
立
準
備
活
動
を
開
始
し
て
い
っ
た
。
発
起
人
集
め
や
校
地
の
選
定
、
資
金
問
題
な
ど
ز
多
の
ࠔ
難
を
乗
り
越
え
、
昭

和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
に
京
都
・
上
賀
ໜ
の
地
に
本
学
は
設
立
さ
れ
た
。

産
学
協
同
を
う
た
い
、
産
業
界
の
経
営
や
科
学
ٕ
ज़
に
お
け
る
指
導
的
役
割
を
担
う
人
材
の
育
成
と
、
広
範
囲
の
教
養
を
身
に
つ

け
国
際
的
感
覚
を
持
つ
学
生
の
育
成
な
ど
を
教
育
目
標
に
掲
げ
、
経
済
学
部
、
理
学
部
の
二
学
部
で
、
本
学
は
開
学
し
た
。
開
学
の

二
年
後
に
は
法
学
部
、
経
営
学
部
、
外
国
語
学
部
を
設
置
し
、
人
文
・
社
会
・
自
然
の
諸
分
野
に
わ
た
る
五
つ
の
学
部
を
有
す
る
総
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合
大
学
へ
急

に
発
展
し
た
。
学
生
数
も
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
に
は
、
一
万
人
を
超
え
る
な
ど
、
開
学
か
ら
一
〇
年
余
り

で
総
合
大
学
と
し
て
の
基
ૅ
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
。

本
学
が
ॱ
調
に
発
展
を
続
け
る
な
か
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
荒
木
俊
馬
が
急
逝
し
、
二
代
目
の
学
長
に
柏
༞
ݡ
が
就

任
し
た
。
柏
は
荒
木
の
進
め
た
諸
施
策
を
継
承
し
な
が
ら
、
創
立
二
十
周
年
を
機
に
、
と
り
わ
け
そ
れ
ま
で
未

備
の
課
題
と
な
っ

て
い
た
、
中
央
図
書
館
や
研
究
ࣨ
౩
・
実
験
ࣨ
౩
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を

備
、
完
成
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）

に
は
工
学
部
が
設
置
さ
れ
、
理
工
系
の
学
部
充
実
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
柏
学
長
は
、
神
山
ス
ϐ
リ
ッ
ト
を
標
ᒗ
し
つ
つ
、
全
学
の
一

体
感
を
醸
成
し
、
当
時
の
社
会
情
勢
と
も
相
ま
っ
て
入
ࢼ
や
就
職
の
好
調
さ
が
堅
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
ϋ
ー
ド
・

ソ
フ
ト

方
の
充
実
が
、
こ
の
間
に
図
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

元
号
が
「
昭
和
」
か
ら
「
平
成
」
へ
と
変
わ
る
な
か
、
高
等
教
育
の
流
れ
も
大
き
く
変
化
し
た
。「
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
」

が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
学
で
も
教
育
研
究
で
の
大
き
な
改
革
を
実
施
し
た
。
教
養
部
の
ഇ
止
後
、
教
養
教
育
は
一
般
教

育
研
究
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る
四
つ
の
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
大
෯
な
教
学
体
制
の
変
革

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
年
余
り
に
わ
た
っ
て
本
学
の
理
事
長
・
学
長
を
務
め
た
柏
༞
ݡ
に
代
わ
り
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）

に
新
田
政
則
が
学
長
に
就
任
し
、
継
続
的
な
教
学
改
革
や
国
際
化
へ
の
対
応
、
入
ࢼ
改
革
、
文
化
学
部
の
設
置
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。

さ
ら
に
新
田
政
則
の
後
を
継
い
だ
、
坂
井
東
洋
男
学
長
の
も
と
、
創
立
四
十
周
年
に
あ
た
る
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
、
創
立

五
十
周
年
に
向
け
た
グ
ラ
ン
ド
デ
β
イ
ン
が
策
定
、
中
長
期
的
な
Ϗ
ジ
ョ
ン
が
ඳ
か
れ
た
。

グ
ラ
ン
ド
デ
β
イ
ン
に
基
づ
き
、
坂
井
学
長
に
続
き
藤
岡
一
郎
、
大
城
光
正
学
長
が
、
学
部
改
革
、
教
学
組
織
の
改
革
、
研
究
支

援
環
ڥ
の

備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。
コ
ン
ϐ
ュ
ー
タ
理
工
学
部
、
総
合
生
命
科
学
部
の
学
部
設
置
や
、
既
存
学
部
に
お
け

る
学
科
改
編
が
進
ん
だ
。
教
学
支
援
の
一
元
化
を
図
り
教
学
セ
ン
タ
ー
が
設
置
、
就
職
支
援
や
Ω
ャ
リ
ア
教
育
の
強
化
も
教
学
組
織
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の
改
革
の
一
環
で
行
わ
れ
た
。
総
合
研
究
支
援
中
期
計
画
が
三
次
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
、
研
究
支
援
制
度
の

備
と
研
究
活
性

化
が
実
現
し
た
。
ま
た
、
海
外
の
大
学
と
の
交
流
協
定
の
開
拓
・
拡
大
、
そ
し
て
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
充
に
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
推
進
さ
れ
た
。
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
は
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
を
設
置
し
、
中
・
高
・
大
の
一
〇
年
に
わ
た
る
長

期
の
教
育
を
実
施
で
き
る
体
制
が

え
ら
れ
た
。
新
た
な
展
開
と

戦
が
、
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
平
成
二
十
七
年

（
二
〇
一
五
）
に
、本
学
は
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
、さ
ら
な
る
改
革
を
目
指
し
て
「
神
山
̨
Ｔ
̮
̡
̚
二
〇
三
〇
」
が
策
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
将
来
へ
向
け
て
の
ඈ
躍
と
あ
る
べ
き
姿
が
模
ࡧ
さ
れ
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
五
〇
年
の
歴
史
を
、『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
で
は
、
前
史
・
創
設
期
・
充
実
期
・
改
革
期
・

展
開
期
の
五
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
一
巻
ず
つ
に
ま
と
め
て
い
き
、
全
五
巻
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
本
学
の
通

史
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

第
一
巻
と
な
る
前
史
編
に
お
い
て
は
、
本
学
創
設
者
で
あ
る
荒
木
俊
馬
が
、
戦
後
の
高
等
教
育
に
対
す
る
危
機
感
を
背
景
に
大
学

設
立
構
想
を
抱
き
、
の
ち
に
本
学
理
事
長
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
小
野
良
հ
ら
と
設
立
準
備
活
動
に
ᬏ
進
し
開
学
に
至
る
、
主
に
昭

和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら
同
四
十
年
（
一
九
六
五
）
三
月
を
対
象
と
す
る
。
戦
後
の
高
等
教
育
の
流
れ
を
追
い
つ
つ
、
荒
木

俊
馬
の
生
い
立
ち
を

づ
け
、
そ
の
思
想
形
成
と
人
脈
の
広
が
り
を
၆
ᛌ
し
な
が
ら
、
本
学
の
建
学
の
精
神
が
い
か
に
形
作
ら
れ
大

学
設
立
に
至
っ
た
の
か
を
、
客
観
的
に
位
置
づ
け
た
も
の
と
な
る
。

本
書
は
、
本
学
の
年
史
編
纂
上
、
学
内
外
の
史
資
料
を
広
く
調
査
し
、
学
ज़
的
な
方
法
論
や
分
ੳ
に
よ
っ
て
事
実
関
係
を
含
め
て

考
ূ
し
た
、
初
め
て
の
本
格
的
な
通
史
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
本
学
初
の
正
史
と
も
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
本
学
の
年
史
や

口
承
と
は
異
な
る
事
実
や
ঀ
述
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
た
い
。

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
史
編
集
委
員
会
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例

一
、�全
体
の
構
成
は
、
章
・
節
に
区
分
し
、
ద
ٓ
、
小
見
出
し
を
付
し
た
。

一
、�文
体
は
「
で
あ
る
」
調
と
し
た
。

一
、�本
文
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
、
人
名
・
地
名
・
固
有
名
詞
な
ど
を
除
い
て
原
則
と
し
て
常

用

ࣈ
・
新
ࣈ
体
を
使
用
し
た
。
そ
の
他
、『
朝
日
新
聞
の
用
語
の
手
引
』（
朝
日
新
聞
社
）・『
記
者
ϋ
ン
ド
ブ
ッ
ク　

新
聞
用
ࣈ
用
語
集
』（
共
同
通
信
社
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

一
、�本
文
に
お
け
る
年
代
の
表
記
は
、
原
則
と
し
て
和
暦
を
用
い
、
ద
ٓ
、（　

）
内
に
西
暦
を
併
記
し
た
。

一
、�数
ࣈ
は
原
則
と
し
て
、
ॎ
書
き
に
つ
い
て
は

数
ࣈ
、
ԣ
書
き
に
つ
い
て
は
算
用
数
ࣈ
と
し
た
。

一
、�外
国
人
の
氏
名
は
ย
仮
名
書
き
と
し
た
。

一
、�敬
称
・
敬
語
は
、
原
則
と
し
て
略
し
た
。

一
、�引
用
文
は
、
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
明
ら
か
な
ޡ
ࣈ
・
脱
ࣈ
に
つ
い
て
は
గ
正
し
、
ٙ
義
が
あ
る
場

合
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。
ま
た
ద
ٓ
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
引
用
が
長
文
に
わ
た
る
場
合
は
改
行
の
の
ち
二
ࣈ
下

げ
て
記
し
、
本
文
へ
組
み
込
む
場
合
は
「　

」
内
に
記
し
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
「（
―
注
）」
は
、
執
筆
者
・
編

集
者
に
よ
る
注
記
で
あ
り
、
引
用
文
を
略
す
場
合
は
「（
中
略
）」
と
記
し
た
。
引
用
文
中
に
は
、
一
部
に
差
別
的
な

用
語
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、そ
れ
が
記
さ
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
を
示
す
も
の
と
し
て
、そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。

一
、�注
は
原
則
と
し
て
つ
け
な
か
っ
た
が
、
ඞ
要
に
応
じ
（　

）
内
に
括
っ
て
記
し
た
。
た
だ
し
、
注
が
長
文
に
わ
た
る

場
合
な
ど
は
※
印
を
付
し
、
ద
切
な
Օ
所
へ
二
ࣈ
下
げ
の
う
え
こ
れ
を
記
し
た
。
ま
た
、
出
典
・
典
ڌ
に
つ
い
て
も

原
則
と
し
て
本
文
中
の
（　

）
内
に
記
し
た
が
、
そ
の
際
、
一
般
書
・
研
究
書
・
新
聞
・
学
内
刊
行
物
な
ど
の
刊
行

物
は
『　

』、
新
聞
記
事
・
論
文
・
学
内
外
所
蔵
の
原
史
料
な
ど
に
つ
い
て
は
「　

」
で
示
し
た
。
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第
一
節　

戦
後
民
主
化
と
高
等
教
育
の
一
元
化

敗
戦
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
連
合
国
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
日
本
で
は
、
連
合
国
軍
最
高

司
令
官
総
司
令
部
（(

FOFSBM�)
FBERVBSUFST�UIF�4VQSFN

F�$PN
N
BOEFS�GPS�UIF�"MMJFE�1PX

FST

―

以
下
、
̜
̝
̦
）
の
手
に
よ
っ
て
民
主
化
が
行
わ
れ
た
。

　

連
合
国
軍
は
日
本
に
進
駐
す
る
と
、
ま
ず
陸
軍
海
軍
を
解
体
し
、
武
ث
弾
ༀ
を
ഁ
յ
す
る
こ
と
で
日
本
の
非
軍
事
化
を
行
う
と
と

も
に
、
戦
争
犯
ࡑ
人
の
ૌ
追
と
戦
時
中
に
戦
争
遂
行
に
協
力
し
た
り
、
軍
国
主
義
を
鼓
吹
し
た
人
々
を
公
職
か
ら
追
放
す
る
な
ど
、

戦
争
責
任
の
追
及
を
行
っ
た
。
そ
れ
と
併
行
し
て
、
̜
̝
̦
は
戦
争
に
突
き
進
ん
だ
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
変
革
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
日
本
の
民
主
化
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

̜
̝
̦
が
展
開
し
た
民
主
化
は
、
政
治
、
法

、
経
済
そ
し
て
教
育
と
広
範
に
わ
た
っ
た
。
政
治
面
で
は
、
大
日
本
帝
国
ݑ
法
を

ഁ
棄
の
う
え
、
日
本
国
ݑ
法
が
成
立
、
国
民
主
権
が
確
立
し
、
ま
た
治
安
維
持
法
等
々
の
戦
前
の
圧
制
的
な
法

が
ഇ
止
さ
れ
た
。

ま
た
、්
人
参
政
権
を
認
め
、貴
族
院
が
ഇ
止
さ
れ
た
後
、参
議
院
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、立
法
制
度
の
根
幹
が
変
革
さ
れ
た
。
他
方
、

経
済
面
で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
大
改
革
が
行
わ
れ
た
。
財
ൊ
解
体
と
労
働
改
革
、
そ
し
て
、
農
地
改
革
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
独
占


本
社
会
の
ຽ
ओ
Խ
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禁
止
政
策
も
導
入
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
民
主
化
は
、
ま
た
、
教
育
面
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
体
制
や
そ
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
容
す
る

こ
と
に
な
る
。

教
育
վ
ֵ
の
࣮
行

̜
̝
̦
は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
、
日
本
政
府
に
対
し
て
教
育
に
関
す
る
四

つ
の
指
令
を
発
し
て
、
戦
時
教
育
の
ॲ
理
と
そ
の
改
革
を
行
う
よ
う
指
示
す
る
と
と
も
に
、
翌
年
一
月
に
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
対
し
て
、
教
育
使
節
団
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
教
育
長

官
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
%
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
を
団
長
と
す
る
使
節
団
が
来
日
し
、
こ
れ
と
協
力
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
日
本
側

教
育
家
委
員
会
と
戦
後
の
教
育
の
あ
り
方
の
調
査
・
検
討
を
行
っ
た
（
文
部
省
『
学
制
百
二
十
年
史
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、一
九
九
二
年
）。

そ
の
結
果
は
、
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
使
節
団
は
初
等
教
育
と
中
等
教
育
に
つ
い
て
、
前
者
は
小
学
校
六

年
、
後
者
は
下
級
中
学
校
三
年
、
上
級
中
学
校
三
年
と
し
、
小
学
校
と
下
級
中
学
校
は
義
務
教
育
と
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
ま

た
、
教
育
行
政
に
つ
い
て
は
、
公
選
制
の
教
育
委
員
会
の
設
置
を
提
唱
し
、
そ
の
他
、
教
育
内
容
の
あ
り
方
に
も
細
か
く
言
及
し
て

い
る
（『
昭
和
二
十
一
年
三
月
三
十
日　

連
合
国
軍
最
高
司
令
部
に
提
出
さ
れ
た
る
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
』
東
京
都
教
育
局
、

一
九
四
六
年
）。

こ
の
報
告
書
は
わ
ず
か
な
期
間
で
ま
と
め
ら
れ
た
。
三
月
上
०
に
使
節
団
が
来
日
し
た
後
、
同
三
十
日
に
は
提
出
さ
れ
、
四
月
七

日
に
̜
̝
̦
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
報
告
書
は
̜
̝
̦
の
民
間
情
報
教
育
局
（
以
下
、
̘
̞
̚
）
に
よ
る
「
教
育
改

革
政
策
指
導
上
の
指
針
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
学
制
百
二
十
年
史
』）。

ま
た
、
こ
の
報
告
書
を
受
け
て
、
使
節
団
に
協
力
し
た
日
本
側
教
育
家
委
員
会
を
母
体
と
し
て
、
文
部
省
は
教
育
刷
新
委
員
会
を

設
置
し
、
教
育
改
革
の
具
体
的
な
審
議
を
行
い
、
内
閣
に
対
し
て
教
育
基
本
法
や
学
制
に
関
す
る
多
く
の
建
議
を
提
出
す
る
な
ど
、
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戦
後
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
の
基
本
法
令
や
制
度
の
ほ
と
ん
ど
が
、こ
の
委
員
会
で
の
審
議
を
経
て
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
（
前
掲
『
学

制
百
二
十
年
史
』）。

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
は
教
育
基
本
法
と
学
校
教
育
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戦

前
と
は
全
く
異
な
っ
た
戦
後
の
教
育
の
あ
り
方
の
基
ૅ
が
つ
く
ら
れ
た
。
多
様
な
学
校
が
存
在
し
て
い
た
戦
前
の
複
線
型
の
教
育
制

度
か
ら
、
義
務
教
育
と
な
っ
た
小
学
校
六
年
と
中
学
校
三
年
、
そ
の
後
の
高
等
学
校
三
年
、
大
学
四
年
と
い
う
い
わ
ゆ
る
六
・
三
・
三
・

四
制
の
単
線
型
学
校
制
度
へ
の
転

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ߴ

教
育
の
Ұ
ݩ
Խ

教
育
改
革
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
高
等
教
育
の
あ
り
方
も
一
変
さ
せ
ら
れ
た
。
戦
前
期
、
高
等
教
育
機

関
と
し
て
は
大
学
だ
け
で
な
く
、
高
等
学
校
、
大
学
予
科
、
専
門
学
校
、
師
範
学
校
が
あ
っ
た
。
そ
の
数

は
教
育
改
革
が
実
行
さ
れ
る
前
に
駆
け
込
み
で
認
可
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
、昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
は
表
̍
の
よ
う
に
、

大
学
が
六
四
校
、
大
学
予
科
が
六
一
校
、
高
等
学
校
三
九
校
、
専
門
学
校
が
三
五
七
校
、
師
範
学
校
が
一
二
五
校
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
多
種
の
高
等
教
育
機
関
の
存
在
に
対
し
て
、米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
で
は
、ൈ
本
的
な
改
革
意
見
は
付
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
教
育
刷
新
委
員
会
で
は
、
旧
制
度
の
存
続
に
つ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
四
年
制
大
学
へ

の
一
元
化
を
求
め
る
̘
̞
̚
に
ԡ
し
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
こ
の
間
の
教
育
刷
新
委
員
会
や
文
部
省
・
̜
̝
̦
側
の
動
き
に
つ

い
て
は
、
天
野
Ү
夫
『
新
制
大
学
の
誕
生
―
大
衆
高
等
教
育
へ
の
道
―
』
上
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
第
ᶘ
部
に
詳

し
く
ඳ
か
れ
て
い
る
）。
そ
の
結
果
、
既
存
の
高
等
教
育
機
関
は
、
す
べ
て
新
し
く
制
度
化
さ
れ
た
四
年
制
大
学
に
転

す
る
か
、

ഇ
止
を
余
ّ
な
く
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
既
設
の
高
等
教
育
機
関
は
他
校
と
の
合
併
等
の
再
編
を
行
い
な
が
ら
、
新
制
大
学
へ
の
転

を

図
っ
た
。
他
方
、
文
部
省
は
新
制
大
学
の
設
置
を
審
査
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
一
月
に
大
学
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設
置
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
れ
ら
の
転

を
図
る
高
等
教
育
機
関
か
ら
の
申
請
の
審
査
を
同
年
四
月
か
ら
開
始
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
認
可
さ
れ
た
大
学
一
六
八
校
が
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
四
月
に
「
一
੪
に
ス
タ
ー
ト
し
」
た
（
前
掲
『
新
制
大
学
の
誕

生
』
下
）。
こ
れ
よ
り
先
、昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
四
月
の
発

を
目
指
し
て
、「
ൈ
け
駆
け
的
に
設
置
申
請
を
提
出
し
」（
同

前
）た
大
学
が
一
二
校
あ
っ
た
の
で
、そ
れ
ら
を
含
め
て
、こ
の
時
点
で
新
制
大
学
は
一
八
〇
校
に
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、

そ
の
後
も
旧
制
機
関
の
新
制
大
学
へ
の
転

は
続
き
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
は
表
̎
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
学
数
は

二
二
六
校
に
ま
で
拡
大
し
た
（
新
設
の
三
校
を
含
む
）。

表1　1948年の高等教育機関（旧制）数

典拠：『文部省第七十六年報　昭和二十三年度』より作成

校種 区分 校数 計

大学 国公立 32 64私立 32

大学予科 国公立 19 61私立 42

高等学校 国公立 33 39私立 6

専門学校

農業専門学校 国公立 28 39私立 11

工業専門学校 国公立 43 65私立 22

経済専門学校 国公立 15 28私立 13

医学専門学校 国公立 32 44私立 12

歯科医学専門学校 国公立 2 7私立 5

薬学専門学校 国公立 7 21私立 14

一般専門学校 国公立 29 153私立 124
　　小計 357

師範学校

高等師範学校 国公立 7 7
師範学校 国公立 55 55

青年師範学校 国公立 46 46
農業教育専門学校 国公立 1 1

体育専門学校 国公立 1 1
実業学校教員養成所 国公立 15 15

　　小計　 125

表２　新制大学設置年度別学校数

注：△は合併及び廃校による減少
典拠：文部省『わが国の教育の現状―教育の機会均等を主

として―』（昭和28年版）より作成

大学 短期大学
国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

1948年 0 1 11 12 - - - -
1949年 70 17 81 168 - - - -

1950年 0 7 14 21 0 17 133 150
△ 2 △ 2

1951年 1 1 2 4 4 7 21 32
△ 1 △ 1

1952年 1 8 12 21 3 7 15 25
△ 1 △ 2 △ 3 △ 1 △ 1

1953年 0 1 4 5 5 6 17 28
合計 72 34 120 226 12 37 184 233



��

第Ұ章　第二ੈ࣍քେઓޙのຊʹ͓͚Δେֶڭ育

こ
の
間
、
旧
制
の
専
門
学
校
の
中
で
四
年
制
の
大
学
へ
の
昇
格
が
ࠔ
難
な
学
校
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
い
う
現
実
に
直
面
し

て
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
五
月
に
学
校
教
育
法
が
改
正
さ
れ
て
、

定
ા
置
と
し
て
二
年
制
の
短
期
大
学
の
設
置
が
認
め

ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
同
表
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
四
月
に
は
一
五
〇
校
の
短
期
大
学
が
発

す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

ը
Ұ
的
教
育
՝
ఔ
の
ಋ
ೖ

新
制
大
学
の
設
立
の
審
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
大
学
設
置
委
員
会
は
設
置
認
可
の
基
準
に
原
則
と

し
て
「
大
学
基
準
」
を
採
用
し
た
（
同
前
）。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
七
月
に
ア

メ
リ
カ
の
ア
ク
レ
デ
ỹ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
た
民
間
専
門
団
体
を
設
立
す
る
目
的
で
、
̘
̞
̚
が
主
導
し
つ
つ
「
発
起
人
た
る
こ

と
を
承
諾
し
た
旧
制
大
学
四
六
校
」（
田
中

男
『
戦
後
改
革
と
大
学
基
準
協
会
の
形
成
』
財
団
法
人
大
学
基
準
協
会
、一
九
九
五
年
）

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
大
学
基
準
協
会
が
制
定
し
た
も
の
で
、
基
準
は
一
⁒
大
学
の
目
的
使
命
、
二
⁒
学
部
の
設
置
、
三
⁒
研
究
・

教
授
の
組
織
形
態
、
四
⁒
教
員
の
任
免
資
格
等
、
五
⁒
学
生
定
員
、
六
⁒
入
学
資
格
と
入
学
ࢼ
験
、
七
⁒
授
業
科
目
及
び
そ
の
単
位

数
の
決
定
、
八
⁒
学
士
号
の
種
類
、
九
⁒
学
士
号
に
対
す
る
最

要
求
、
一
〇
⁒
施
設
及
び
設
備
、
一
一
⁒
資
産
ฒ
に
維
持

理
の

方
法
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
（
大
学
基
準
協
会
『
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
「
大
学
基
準
」
及
び
そ
の
解
説　

大
学
基
準
協
会
資
料

第
一
号
』
大
学
基
準
協
会
、
一
九
四
七
年
）。

こ
れ
ら
の
基
準
の
な
か
で
、
そ
の
後
の
日
本
の
大
学
の
あ
り
方
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、「
授
業
科
目
及
び
そ
の
単
位

数
の
決
定
」
と
「
学
士
号
に
対
す
る
最

要
求
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

七
、
授
業
科
目
及
び
そ
の
単
位
数
決
定
は
左
の
基
準
に
依
る
。

　̍

�

大
学
は
左
に
掲
げ
る
一
般
教
養
科
目
中
各
系
列
に

つ
て
夫
々
三
科
目
以
上
、
全
体
と
し
て
文
科
系
の
大
学
ຢ
は
学
部

で
は
十
五
科
目
、
理
科
系
の
大
学
ຢ
は
学
部
で
は
十
二
科
目
の
授
業
を
ඞ
ず
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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人
文
科
学
関
係　

哲
学
（
倫
理
学
を
含
む
）、
心
理
学
、
教
育
学
、
歴
史
学
、
人
文
地
理
学
、
文
学
、
外
国
語

社
会
科
学
関
係　

法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、
統
計
学
、
家
政
学

自
然
科
学
関
係　

数
学
、
物
理
学
、
化
学
、
地
学
、
生
物
学
、
人
類
学
、
天
文
学

ඞ
要
の
場
合
に
は
前
掲
以
外
の
科
目
を
一
般
教
養
科
目
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　̎

専
門
科
目
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
依
る
。

（
中
略
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
学
士
号
に
対
す
る
最

要
求
は
左
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　̍

�

学
士
号
を
与
え
る
資
格
の
最

要
求
は
七
の
̏
に
定
め
た
定
義
に
従
つ
て
決
定
さ
れ
た
単
位
百
二
十
を
四
Օ
年
以
上

（
夜
間
授
業
を
行
う
学
部
の
場
合
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
）
に
֫
得
す
る
こ
と
と
す
る
。
卒
業
論
文
ຢ
は
卒
業
計
画
の

単
位
は
右
百
二
十
単
位
中
に
こ
れ
を
含
ま
せ
る
。
ୠ
し
そ
の
単
位
を
如
何
に
定
め
る
か
は
各
大
学
の
自
由
と
す
る
。

　̎

�

文
科
系
の
大
学
ຢ
は
学
部
の
学
生
は
、
一
般
教
養
科
目
中
外
国
語
一
科
目
を
含
め
七
の
̍
に
示
す
三
つ
の
系
列
に

つ

て
夫
々
二
科
目
以
上
合
計
十
科
目
以
上
、
専
門
科
目
に
つ
い
て
は
十
五
科
目
以
上
を
履
修
し
、
一
般
教
養
科
目
に
つ
い

て
は
四
十
単
位
以
上
、
専
門
科
目
に
つ
い
て
は
八
十
単
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　̏

�

理
科
系
の
大
学
ຢ
は
学
部
の
学
生
は
、
一
般
教
養
科
目
中
外
国
語
一
科
目
を
含
め
七
の
̍
に
示
す
三
つ
の
系
列
に

つ

て
夫
々
二
科
目
以
上
合
計
九
科
目
以
上
を
履
修
し
、
一
般
教
養
科
目
に
つ
い
て
は
三
十
六
単
位
以
上
、
専
門
科
目
に
つ

い
て
は
八
十
四
単
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

前
掲
『
昭
和
二
十
二
年
十
二
月　
「
大
学
基
準
」
及
び
そ
の
解
説　

大
学
基
準
協
会
資
料
第
一
号
』

す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
大
学
は
一
般
教
養
科
目
を
三
つ
の
領
域
に
わ
た
っ
て
所
定
の
単
位
を
選
択
ඞ
修
さ
せ
ね
ば
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な
ら
な
く
な
り
、
専
門
科
目
の
履
修
単
位
数
も
規
定
さ
れ
、
い
わ
ば
「
敗
戦
直
後
の
ࠞ
ཚ
と
ർ
ฐ
の
中
で
、
機
能
別
に
分
化
し
た
多

様
で
多
層
的
な
高
等
教
育
機
関
を
一
੪
に
新
制
大
学
に
移
行
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
基
準
が
一
元
的
・
画
一
的
に
ద
用
さ
れ
る
こ
と

に
」（
前
掲
『
新
制
大
学
の
誕
生
』
下
）
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
初
の
「
大
学
基
準
」
で
は
、
学
士
号
授
与
の
単
位
取
得
条
件
が
文
系
と
理
系
で
異
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
の
大
෯
な
改
గ
に
伴
い
、
こ
れ
は
「
大
学
の
学
生
は
一
般
教
養
科
目
中
七
の
̍
に
示
す
三
つ
の
系
列
に

つ
て
夫
々

三
科
目
十
二
単
位
以
上
合
計
三
十
六
単
位
以
上
取
得
し
、

大
学
の
定
め
る
ॲ
に
従
つ
て
専
攻
科
目
、
そ
れ
に
関
連
す
る
科
目
及
び

自
由
選
択
科
目
を
合
せ
て
八
十
四
単
位
以
上
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
大
学
基
準
協
会
『
昭
和
二
十
五
年
七
月
（
改
గ
版
）　

「
大
学
基
準
」及
び
そ
の
解
説　

大
学
基
準
協
会
資
料
第
八
号
』大
学
基
準
協
会
、一
九
五
〇
年
）と
統
一
さ
れ
た
。
さ
ら
に
文
部
省
は
、

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
「
大
学
設
置
基
準
」
を
省
令
と
し
て
制
定
し
た
が
、
教
育
課
程
の
あ
り
方
は
基
本
的
に
は
変
え
ら

れ
な
か
っ
た
。

第
二
節　

高
等
教
育
に
対
す
る
人
材
ニ
ー
ζ
の
高
ま
り
と
高
等
教
育
機
関
の
増
加

敗
戦
直
後
の
日
本
経
済
は
յ
໓
的
な
状
況
に
あ
っ
た
。
多
く
の
都
市
が
ര
撃
に
よ
っ
て
য
土
と
化
し
、
工
場
生

産
も


し
て
い
た
。
そ
の
後
、
占
領
下
に
あ
っ
て
日
本
経
済
の
復
興
が
目
指
さ
れ
た
が
、
そ
の
歩
み
は
非
常

に
ࠔ
難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
の
朝

特
ध
を
機
に
日
本
経
済
は
立
ち
直
り
、
昭
和

二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
よ
る
独
立
の
回
復
も
あ
っ
て
、
経
済
は
復
興
か
ら
再
成
長
の
過

程
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
は
経
済
白
書
が
「
も
は
や
「
戦
後
」
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や

ߴ

ܦ
ࡁ
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異
つ
た
事
態
に
当
面
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
回
復
を
通
じ
て
の
成
長
は
終
つ
た
。
今
後
の
成
長
は
近
代
化
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
る
」

（『
昭
和
三
十
一
年
度　

年
次
経
済
報
告
』
経
済
企
画
庁
、
一
九
五
六
年
）
と
宣
言
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
日
本
の
̜
̣
Ｐ
の
成
長

は
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
は
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
そ
の
後
若
ׯ
落
ち

込
ん
だ
も
の
の
、昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
に
は
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
昇
し
て
、そ
の
翌
年
の
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）

に
は
̜
̣
Ｐ
の
成
長

は
一
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
た
。
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら
同
四
十
年
（
一
九
六
五
）
に

か
け
て
は
成
長

は
落
ち
た
も
の
の
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
十
月
か
ら
再
度
成
長
が
加

し
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）

七
月
ま
で
五
七
ヵ
月
間
も
成
長
が
続
い
た
（
経
済
企
画
庁
編
『
戦
後
日
本
経
済
の
ي

―
経
済
企
画
庁
五
〇
年
史
―
』
経
済
企
画
庁
、

一
九
九
七
年
）。

　

こ
の
日
本
の
高
度
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
基
本
的
に
は
、
戦
後
の
国
際
経
済
環
ڥ
と
そ
れ
を
౿
ま
え
て
企
業
が
大
胆
な

設
備
投
資
を
行
い
、
俗
に
「
投
資
が
投
資
を
生
む
」
と
い
う
状
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
国
内
市
場
が
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
が
、
最
後
の
国
内
市
場
の
拡
大
は
、
社
会
の
変
化
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
企
業
が
設
備
投
資
を
積
極
的
に
行
っ
た
の
で
、

労
働
ध
要
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
を
目
指
し
て
、
農
村
部
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
都
市
で
の
消
費
生
活
を
増

大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、「
三
種
の
神
ث
」
と
よ
ば
れ
た
家
電


に
対
す
る
ध
要
を
中
心
に
し
て
、
人
々
はň

生
活

の
豊
か
さŉ

を
求
め
て
、消
費
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
一
ԯ
総
中
流
」
と
い
う
社
会
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
高
度
経
済
成
長
は
公

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
問
題
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

日
本
社
会
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
も
、
考
え
方
の
衝
突
が
た
び
た
び
起
こ
っ
た
。
そ
の
典
型
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
起

こ
っ
た
日
米
安
全
保
ো
条
約
の
改
定
を
め
ぐ
る
衝
突
で
あ
っ
た
。
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ߴ

教
育
へ
の

ध
ཁ
の
ߴ
·
り

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
か
ら
日
本
は
ベ
Ϗ
ー
ブ
ー
ム
期
に
入
っ
た
。
こ
の
年
の
出
生
数
は
二
六
七
万
人

を
超
え
、
翌
年
が
二
六
八
万
人
強
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
は
二
六
九
万
人
強
に
ま
で
達
し
た
（「
昭

和
三
十
年　

人
口
動
態
統
計
」、
厚
生
省
編
『
戦
後
日
本
人
口
統
計
集
成　
ụ
近
代
日
本
歴
史
統
計
資
料
―
九
Ủ』
第
十
九
巻
、
東
洋

書
ྛ
、一
九
九
九
年
復
ࠁ
版
所
収
）。こ
の
三
年
を
日
本
で
は
特
に「
団
մ
の
世
代
」と
呼
ぶ
が
、そ
の
後
も
昭
和
二
十
七
年（
一
九
五
二
）

ま
で
出
生
数
は
二
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
こ
れ
ら
の
子
供
達
が
学
ྸ
に
౸
達
し
た
の
が
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
ご
ろ
か
ら
で
、

さ
ら
に
そ
の
三
年
後
に
は
彼
ら
が
中
学
校
入
学
を
迎
え
た
。
そ
の
た
め
文
部
省
は
こ
れ
ら
の
児
ಐ
を
収
容
す
る
た
め
に
、
小
学
校
・

中
学
校
の
増
設

備
に
追
わ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
経
済
復
興
が
進
む
な
か
で
、
日
本
で
は
義
務
教
育
以
上
に
進
も
う
と
い
う
意

欲
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
は
四
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
中
学
卒
業
者
の
高
校
進
学


は
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
そ
の
後
も
ゆ
る
や
か
で
は
あ
っ
た
が
、
増
加
し
て
い
っ
た
（「
三　

就
学

・
進
学

」、『
日
本
の
教
育
統
計
―
新
教
育
の
歩
み
―
』
文
部
省
調
査
局
統
計
課
、
一
九
六
六
年
所
収
）。
た
だ
、
進
学


の
増
加
は
؇
ຫ
で
も
、
進
学
者
の
ઈ
対
数
は
増
加
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
受
入
能
力
の
拡
充
が
ඞ
要
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
高
度
経
済
成
長
が
進
展
し
て
い
く
と
、
経
済
界
か
ら
高
度
な
教
育
を
受
け
た
人
材
へ
の
ध
要
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
は
と
り

わ
け
ٕ
ज़
者
や
ٕ
能
者
の
ඞ
要
と
し
て
現
れ
た
。
戦
後
、
世
界
中
で
産
業
ٕ
ज़
が
進
展
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
人
材
の
確
保
に
企
業

が
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ٕ
ज़
革
新
に
対
応
し
う
る
人
材
へ
の
ध
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
高
等
教
育

機
関
は
十
分
に
は
対
応
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
理
工
系
大
学
や
理
工
系
学
部
を
も
つ
大
学
は
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
理
工
系
人
材
へ
の
ニ
ー
ζ
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
文
部
省
は
一
方
で
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
理
工
系
学

生
八
〇
〇
〇
人
増
ื
計
画
を
打
ち
出
し
、
さ
ら
に
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
か
ら
七
年
間
で
理
工
系
学
生
を
一
万
六
〇
〇
〇
人

増
ื
す
る
計
画
を
立
て
て
、
大
学
に
お
け
る
理
工
系
教
育
を
強
化
し
つ
つ
（
大
㟒
ਔ
『
大
学
改
革
―
一
九
四
五
～
一
九
九
九
―
』
有
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൹
閣
、
一
九
九
九
年
）、
中
堅
ٕ
ज़
者
の
養
成
を
行
う
機
関
と
し
て
、
高
等
専
門
学
校
制
度
を
作
り
、
経
済
界
の
要
請
に
対
応
し
て

い
っ
た
（
経
済
界
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
ٕ
ज़
教
育
に
関
す
る
意
見
（
昭
和

三
十
一
年
十
一
月
九
日
）」、
寺
㟒
ণ
男
編
『
日
本
現
代
教
育
基
本
文
献

書　

戦
後
教
育
改
革
構
想　

ᶗ
期　

７　

新
教
育
制
度
再

検
討
に
関
す
る
要
望
書　

当
面
の
教
育
制
度
改
善
に
関
す
る
要
望　

他
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
高
等
専
門

学
校
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
学
制
百
二
十
年
史
』
を
参
照
）。

ਐ
学
者
の
૿
Ճ
と
ߴ


教
育
ػ
関
の
૿
Ճ

高
等
専
門
学
校
が
制
度
化
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
の
学
校
教
育
法
の
改
正
に
際
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、戦
後
の
高
等
教
育
改
革
に
対
す
る
大
き
な
変
革
で
あ
っ

た
。
既
述
の
よ
う
に
、
戦
後
教
育
改
革
に
よ
っ
て
高
等
教
育
機
関
は
四
年
制
の
新
制
大
学
に
一
元
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
五
年
制
の

高
等
専
門
学
校
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
等
教
育
機
関
は
ま
た
も
や
複
線
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
三
年
後
の
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
は
、

定
的
制
度
と
さ
れ
て
い
た
短
期
大
学
が
、
学
校
教
育
法
か
ら
「
当
分
の
間
」

の
文
ࣈ
が

除
さ
れ
て
恒
久
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
前
掲
『
新
制
大
学
の
誕
生
』
下
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
の
高
等
教

育
機
関
は
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
の
三
種
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
高
等
教
育
機
関
の
増
大
の
背
景
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
産
業
界
か
ら
の
高
度
な
教
育
を
受
け
た
人
材
に
対
す
る
ニ
ー
ζ

の
高
ま
り
と
、
な
に
よ
り
も
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
希
望
者
の
増
大
が
あ
っ
た
。

高
等
学
校
の
卒
業
生
は
昭
和
二
十
五
年（
一
九
五
〇
）に
は
二
五
万
三
二
七
八
人
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
が
昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）

に
は
七
一
万
五
九
一
六
人
に
な
り
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
は
九
三
万
三
七
三
八
人
に
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）

に
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
、
大
学
と
短
期
大
学
へ
進
学
し
た
者
は
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に

は
七
万
六
八
六
一
人
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
が
一
三
万
一
五
二
六
人
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
が
一
六
万
〇
三
八
六
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人
、
そ
し
て
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
は
一
九
万
六
六
〇
四
人
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
は
進
学
者
の
数
で
あ
る
が
、
進
学
希

望
者
の
数
は
当
然
こ
れ
よ
り
も
多
い
。
昭
和
三
十
二
年（
一
九
五
七
）ま
で
は
そ
の
数
が
追
え
な
い
が
、昭
和
三
十
五
年（
一
九
六
〇
）

の
進
学
希
望
者
は
二
四
万
二
三
五
三
人
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
が
二
八
万
三
四
七
八
人
と
な
っ
て
い
る
（「
一
九
六　

進

路
別
卒
業
者
数
（
高
等
学
校
卒
業
者
）」「
一
九
八　

大
学
・
短
期
大
学
へ
の
進
学
者
数
（
高
等
学
校
卒
業
者
）」「
一
九
七　

大
学
・

短
期
大
学
へ
の
進
学
希
望
者
数
（
高
等
学
校
卒
業
者
）」、
前
掲
『
日
本
の
教
育
統
計
―
新
教
育
の
歩
み
―
』
所
収
）。

こ
の
よ
う
に
年
々
大
学
及
び
短
期
大
学
へ
の
進
学
者
は
増
大
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
表
̏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
立
大
学

と
公
立
大
学
の
数
は
ほ
と
ん
ど
増
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
表
̐
の
よ
う
に
学
生
数
は
国
立
公
立
共
に
増
加
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
上

述
の
理
工
系
人
材
の
ध
要
の
高
ま
り
に
対
し
て
、
理
工
系
の
定
員
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
定
員
増
加
だ
け
で
は
、
こ

れ
だ
け
の
進
学
希
望
者
を
ٵ
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、私
立
大
学
・
短
期
大
学
の
新
規
設
立
が
相
次
い
だ
。表
̏
の
よ
う
に
、昭
和
二
十
九
年（
一
九
五
四
）

に
一
二
一
校
で
あ
っ
た
私
立
大
学
は
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
は
一
四
〇
校
と
な
り
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に

は
一
八
五
校
へ
と
約
一
・
五
ഒ
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
私
立
短
期
大
学
も
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
の
一
九
三
校
か
ら
、
昭
和

三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
二
一
四
校
へ
と
増
加
し
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
は
二
七
〇
校
に
ま
で
増
え
て
い
た
。
そ
の

増
加

は
約
一
・
四
ഒ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
高
等
教
育
機
関
は
種
類
と
数
を
増
加
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
昭
和
四
十
年
代
初
頭
に
は
そ
れ
を
上
回
る
進
学
希

望
者
が
出
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
。
ベ
Ϗ
ー
ブ
ー
ム
期
に
生
ま
れ
た
世
代
が
、
い
よ
い
よ
高
等
学
校
へ
の
進
学
期
に

入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

が
౸
達
す
る
の
は
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）
初
頭
の
時
点
、
す
な
わ
ち
こ
の
年
代
の
高
校
生
が
一
年
生
を
終
え
る
時
期
の
推
定
で
は
、
昭
和
四
十
一
年
度
に
は
、�
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表４　大学及び短期大学の学生数

注：旧制の大学等の在学者は含まない
典拠：『学校基本調査報告書』昭和29年度から昭和40年度より作成

年度 大学 短期大学
国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

1954年 181,032 23,118 287,806 491,956 3,012 10,615 59,870 73,497
1955年 186,055 24,936 312,364 523,355 3,637 11,080 63,168 77,885
1956年 189,702 25,707 331,844 547,253 4,504 11,156 61,454 77,114
1957年 189,655 26,077 348,722 564,454 4,863 10,405 57,869 73,137
1958年 189,740 26,527 361,793 578,060 5,091 9,725 56,438 71,254
1959年 191,516 27,394 378,787 597,697 5,771 10,525 59,401 75,697
1960年 194,227 28,569 403,625 626,421 6,652 11,086 65,719 83,457
1961年 200,233 30,299 439,660 670,192 7,793 11,725 73,843 93,361
1962年 207,581 32,132 487,391 727,104 8,525 12,695 86,494 107,714
1963年 215,334 34,731 544,035 794,100 8,682 13,117 100,493 122,292
1964年 225,406 35,923 591,243 852,572 8,471 13,226 106,207 127,904
1965年 238,380 38,277 660,899 937,556 8,060 13,603 125,900 147,563

表３　大学及び短期大学の数

典拠：『学校基本調査報告書』昭和29年度から昭和40年度より作成

年度
大学 短期大学

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計
1954年 72 34 121 227 17 41 193 251
1955年 72 34 122 228 17 43 204 264
1956年 72 33 123 228 19 43 206 268
1957年 72 35 124 231 19 39 211 269
1958年 72 32 130 234 21 37 211 269
1959年 72 32 135 239 24 38 210 272
1960年 72 33 140 245 27 39 214 280
1961年 72 33 145 250 28 39 223 290
1962年 72 34 154 260 28 40 237 305
1963年 72 34 164 270 28 41 252 321
1964年 72 34 185 291 29 40 270 339
1965年 73 35 209 317 28 40 301 369
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大
学
入
学
志
願
者
数
は
、
当
時
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
六
〇
万
人
を
超
え
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
は
さ
ら
に
増
え
て
七
〇
万
人
を

超
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ࢼ
算
が
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
推
定
を
基
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ζ
ム
か
ら
「
大
学
施
設
設
備

の
拡
充
、
合
理
的
な
「
多
人
数
教
育
」
の
徹
底
、
私
立
大
学
の
拡
充
の
援
助
」
が
ඞ
要
で
あ
る
の
に
、
文
部
省
が
そ
れ
へ
の
対
応
を

示
し
得
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
だ
さ
れ
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
四
年
一
月
六
日
付
）。
こ
う
し
た
推
定
と
批
判
を
受
け
て
、
文

部
省
も
検
討
を
行
い
、
同
年
一
〇
万
人
増
員
計
画
案
を
策
定
し
た
が
、
与
党
の
自
民
党
や
私
学
側
か
ら
反
発
を
受
け
、
九
月
に
改
め

て
昭
和
四
十
一
年（
一
九
六
六
）ま
で
に
六
万
七
五
〇
〇
人
の
増
員
を
行
う
と
い
う
大
学
拡
充
計
画
を
公
表
し
て
い
る（『
朝
日
新
聞
』

一
九
六
四
年
九
月
一
日
付
）。

京
都
産
業
大
学
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
大
学
の
拡
充
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
以
下
、
京
都

産
業
大
学
の
創
設
者
で
あ
る
荒
木
俊ㆨ
し

馬ㆾ

の
生
涯
を
た
ど
り
つ
つ
、
大
学
創
設
が
い
か
に
実
現
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を

づ

け
た
い
。
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第
二
章
　
荒
木
俊
馬
と
人
材
育
成
へ
の
情
熱

第
一
節　

教
育
者
荒
木
俊
馬
の
前
半
生

荒
木
俊
馬
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
、
荒
木
竹
次
郎
の
長
男
と
し
て
熊
本
県
鹿
本
郡
来
民
町
（
現
山
鹿

市
）
で
誕
生
し
た
。
父
竹
次
郎
は
、
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
後
、
熊
本
の
名
門
私
学
で
あ
っ
た
済せ
い

々せ
い

黌こ
う

が

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
に
山
鹿
分
黌
を
設
け
た
時
に
主
任
と
な
り
、
同
校
が
熊
本
県
立
鹿
本
中
学
校
と
な
る
と
、
そ
の
初
代

校
長
に
就
任
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
竹
次
郎
は
、
教
育
者
と
し
て
学
生
や
同
僚
か
ら
慕
わ
れ
た
と
い
う
が
、
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
に
母
校
東
京
高
等
師
範
学
校
の
嘉
納
治
五
郎
校
長
の
慫し
ょ
う

慂よ
う

を
受
け
て
鹿
本
中
学
を
退
職
し
上
京
し
た
も
の
の
、
翌
年

に
急
死
し
た
。
荒
木
一
〇
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
荒
木
の
母
は
記
寿
と
い
う
名
で
、
夫
と
の
間
に
は
、
荒
木
の
他
、
二
人
の
男
子
と
一

人
の
女
子
を
も
う
け
た
。
し
か
し
、
女
児
は
早
逝
し
た
。
記
寿
は
夫
の
死
後
、
幼
稚
園
教
諭
と
し
て
、
残
さ
れ
た
男
子
三
人
の
成
長

を
支
え
た
が
、
そ
の
生
活
は
楽
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

荒
木
は
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
六
歳
で
来
民
尋
常
小
学
校
に
入
学
し
、
三
年

後
の
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
碩
臺
小
学
校
に
転
学
し
て
、
翌
年
同
校
を
卒
業
し
た
。

義
務
教
育
六
年
制
実
施
に
伴
う
修
業
年
限
延
長
に
よ
り
同
校
へ
さ
ら
に
二
年
在
籍
し
、
明
治

四
十
二
年（
一
九
〇
九
）に
卒
業
、熊
本
高
等
小
学
校
進
学
を
経
て
、明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）

熊
本
で
の
生
活

荒木竹次郎
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に
済
々
黌
に
入
学
し
た
。
済
々
黌
で
旧
制
中
学
の
生
活
を
送
っ
た
荒
木
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
同
校
を
卒
業
す
る
と
、
広

島
高
等
師
範
学
校
理
科
一
部
に
進
学
し
た
。
同
校
を
選
ん
だ
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
弟
の
荒
木
千
里
が
回
顧
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
学
費
が
免
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（『
荒
木
俊
馬
日
記
』
注
釈
篇
）。

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
広
島
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
荒
木
は
、
滋
賀
県
立
彦
根
中
学
に
教
諭
と
し

て
勤
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
勤
務
を
一
年
で
辞
し
た
荒
木
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
京
都
帝
国
大
学

理
学
部
物
理
学
科
に
入
学
し
た
。
荒
木
が
物
理
学
科
に
進
ん
だ
の
は
、
理
論
物
理
学
を
学
び
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
理
学
部
に
宇
宙
物
理
学
科
が
設
置
さ
れ
る
と
、
こ
の
年
、
彼
は
同
科
に
転
科
し
た
。
こ
れ
は
理
学
部
助

教
授
の
山
本
一
清
か
ら
誘
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、荒
木
は
同
科
の
創
設
者
で
あ
っ
た
新
城
新
蔵
を
訪
問
し
て
話
を
聞
き
、

そ
の
人
格
に
魅
せ
ら
れ
た
結
果
、
転
科
し
た
と
い
う
（
荒
木
俊
馬
「
想
ひ
出
」、『
自
然
』
第
八
号
（
新
城
所
長
追
悼
号
）、
上
海
自

然
科
学
研
究
所
、
一
九
三
九
年
）。

　

新
城
新
蔵
は
日
本
の
宇
宙
物
理
学
の
草
分
け
の
一
人
で
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
京
都
帝
国
大
学
に
初
め
て
宇
宙
物
理
学
講

座
を
設
置
し
、
そ
の
教
授
に
就
任
し
た
。
こ
の
新
城
が
中
心
と
な
っ
て
設
置
し
た
の
が
宇
宙
物
理
学
科
で
あ
っ
た
。
新
城
は
後
に
理

学
部
長
、
京
都
帝
国
大
学
総
長
を
歴
任
す
る
が
、
彼
の
研
究
者
と
し
て
最
も
脂
の
の
っ
た
時
に
、
荒
木
は
出
会
っ
た
の
で
あ
る
（
新

城
に
つ
い
て
は
、「
新
城
新
蔵
博
士
年
譜
」（
荒
木
俊
馬
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
『
荒
木
俊
馬
論

文
集
』故
荒
木
総
長
顕
彰
会
、一
九
七
九
年
所
収
）に
詳
し
い
。
初
出
は
前
掲『
自
然
』第
八
号
）。

荒
木
は
、
こ
の
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
講
座
の
唯
一
の
学
生
と
し
て
、
新
城
の
薫
陶
を
受
け
て

勉
学
を
進
め
た
。
そ
の
過
程
で
、
相
対
性
理
論
を
唱
え
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
来
日
し
た
時
に
は
、
新
城
教
授
に
伴
わ
れ
て
東
京
帝
国
大
学

京
都
帝
国
大
学

で
の
学
生
時
代

新城新蔵
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東京帝国大学で講義中のアインシュタイン（大正11年）

荒木俊馬によるドイツ語のアインシュタイン歓迎挨拶文（大正11年）
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で
開
か
れ
た
特
別
講
義
に
参
加
し
、
さ
ら
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
京
都
に
来
て
講
演
会
を
開
い
た
時
に
は
、
学
生
代
表
と
し
て
歓

迎
の
辞
を
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
た
充
実
し
た
学
生
生
活
を
過
ご
し
た
荒
木
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
を
卒
業
し
た
。
卒

業
論
文
の
主
題
は
、¾CFS�EJF�&SLMÅSVOHTIZQPUIFTFO�EFS�$FQIFJEFO�FSTDIFJOVOH

（
セ
フ
ァ
イ
ド
（
ケ
フ
ェ
ウ
ス
型
変
光
星
）

現
象
の
説
明
に
関
す
る
仮
説
に
つ
い
て
）
で
あ
っ
た
（
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
編
『
荒
木
俊
馬
日
記
』
二
〇
〇
三
年
、
一
九
二
三

年
二
月
五
日
条
。
以
下
、『
日
記
』）。

卒
業
と
同
時
に
荒
木
は
母
校
京
都
帝
国
大
学
の
理
学
部
講
師
と
な
り
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
助

教
授
に
昇
進
し
た
。
そ
の
年
、
荒
木
は
新
城
教
授
の
長
女
京
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
名
実
共
に
新
城
の
後

継
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
以
上
ま
で
の
荒
木
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
編
『
学
祖　

荒
木
俊
馬
と
京
都
産

業
大
学
―
建
学
の
心
を
た
ず
ね
て
―
』
二
〇
〇
一
年
を
併
せ
て
参
照
）。
こ
の
講
師
・
助
教
授
の
時
代
に
荒
木
は
、
日
本
で
最
も
古

い
天
文
に
関
す
る
同
好
会
と
言
わ
れ
る
「
天
文
同
好
会
」（
後
の
東
亜
天
文
学
会
）
の
機
関
誌
『
天
界
』
に
「
通
俗
天
文
講
座
」
と

題
し
た
論
考
を
連
続
し
て
書
い
て
お
り
、
一
般
へ
の
天
文
学
の
普
及
に
努
め※

、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
間
、
セ
フ
ァ
イ
ド
変
光
星

の
理
論
的
研
究
を
展
開
し
て
い
た
。
新
進
の
宇
宙
物
理
学
者
と
し
て
、
旺
盛
に
研
究
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
※�

な
お
、こ
の『
天
界
』に
掲
載
さ
れ
た
論
考
は
、大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）四
月
～
大
正
十
四
年（
一
九
二
五
）

十
月
に
か
け
て
全
六
講
（
各
論
を
複
数
回
に
分
割
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
掲
載
回
数
と
し
て
は
全

一
〇
回
）
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
～
三
講
ま
で
は
「
通
俗
天
文
講
座
」、
そ
の
後
の
第
四

～
六
講
は
「
通
俗
天
文
講
話
」
と
講
座
名
が
改
題
さ
れ
て
い
た
。

教
育
者
・
研
究
者

と
し
て
の
足
跡

天文観測ドーム前の荒
木俊馬（京都帝国大学
助教授時代）
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他
方
で
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
荒
木
は
京
都
帝
国
大
学

で
講
義
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
天
体
力
学
」
で
、
聴
講
す

る
学
生
は
三
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
荒
木
は
こ
の
講
義
を

「
聴
く
も
の
は
独
り
あ
れ
ば
先
づ
有
難
い
こ
と
と
し
て
置
か
ね
ば

な
ら
ぬ
」
と
書
き
と
め
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
二
五
年
四
月

二
十
四
日
条
）。
こ
の
他
、
荒
木
は
京
都
府
立
医
科
大
学
予
科
で

も
嘱
託
講
師
と
し
て
「
物
理
学
」
の
講
義
を
行
っ
て
い
た
（「
荒

木
俊
馬
履
歴
抄
」）。

　

こ
う
し
て
教
育
者
と
研
究
者
の
道
を
歩
み
始
め
た
荒
木

は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
一
月
か
ら
文
部
省
の
在
外
研

究
員
と
し
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
と
ポ
ツ
ダ

ム
天
体
物
理
学
研
究
所
で
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
留
学
期
間

に
、
か
ね
て
京
都
帝
国
大
学
に
提
出
し
て
い
た
博
士
学
位
請

求
論
文
「
セ
フ
ェ
イ
ド
変
光
星
の
大
気
圏
の
圧
力
変
化
に
関

す
る
高
温
電
離
の
理
論
に
よ
る
研
究
」
が
審
査
を
通
り
、
荒

木
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
七
月
に
理
学
博
士
の
学
位
を

授
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
位
論
文
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ

た"UN
PTQIÅSFOESVDLÅOEFSVOH�EFS�$FQIFJEFO

（
セ
フ
ァ

「学位請求論文審査要旨」
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イ
ド
変
光
星
に
お
け
る
気
圧
変
化
）
と2

VBMJUBUJWF�6
OUFSTVDIVOHFO�

ÛCFS�EJF�%
SVDLÅOEFSVOH�JO�EFS�"UN

PTQIÅSF�EFS�$FQIFJEFO

（
セ

フ
ァ
イ
ド
変
光
星
の
大
気
圏
の
圧
力
変
化
に
関
す
る
定
性
的
研
究
）
の
二

節
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
参
考
論
文
四
本
が
付
せ
ら
れ
た
も
の
で�

あ
っ
た
。
こ
の
論
文
を
審
査
し
た
の
は
、「
天
文
同
好
会
」
の
創
設
者
の
一

人
で
あ
っ
た
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
教
授
の
山
本
一
清
と
同
じ
く
京�

都
帝
国
大
学
理
学
部
教
授
の
木
村
正
路
で
、
彼
ら
は
、「
セ
フ
ェ
イ
ド
変

光
星
の
変
化
の
源
因
如
何
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
従
来
種
々
の
仮
説
が
提
出
さ
れ
て
は
居
る
が
、
甲
是
乙
非
、
未
だ
学
界
の
定
説

と
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
本
論
文
の
研
究
の
如
き
は
斯
の
如
き
現
状
に
対
し
て
新
ら
し
き
進
路
を
打
開
す
る
も
の
で
、
其
学
界
に
及

ぼ
す
功
績
は
頗
る
大
き
い
こ
と
ゝ
思
は
れ
る
」
と
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
（「
学
位
請
求
論
文
審
査
要
旨
」）。

　

こ
の
ド
イ
ツ
で
の
研
究
の
合
間
に
荒
木
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
旅
し
て
見
聞
を
広
め
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
五
月
に
シ
ベ
リ

ア
鉄
道
で
帰
国
し
た
。
帰
国
後
、
荒
木
は
「
白
鳥
座
Ｐ
星
そ
の
他
の
輝
線
ス
ペ
ク
ト
ル
を
示
す
特
異
星
大
気
の
理
論
研
究
」
に
力

を
入
れ
た
と
い
い
（
宮
本
正
太
郎
「
荒
木
俊
馬
先
生
の
想
い
出
」、『
天
文
月
報
』
第
七
一
巻
第
一
一
号
、
一
九
七
八
年
）、
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
に
南
洋
の
ロ
ー
ソ
ッ
プ
島
日
食
観
測
隊
に
参
加
し
、
ま
た
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
中
国
東
北
地
方
の

呼フ
ー
マ瑪

に
お
け
る
日
食
観
測
に
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
宇
宙
物
理
学
の
新
進
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
た
（
ロ
ー
ソ
ッ
プ
島
日
食
観
測
に
つ

い
て
は
『
日
記
』（
一
九
三
四
年
一
～
二
月
条
）、
荒
木
俊
馬
「
日
食
観
測
隊
京
大
助
教
授
理
学
博
士
荒
木
俊
馬
手
記
」（『
東
京
朝
日

新
聞
』
一
九
三
四
年
二
月
十
六
日
付
）。
呼
瑪
の
日
食
観
測
に
つ
い
て
は
、
荒
木
俊
馬
「
呼
瑪
後
日
譚
」（『
天
文
月
報
』
第
二
九
巻

第
一
一
号
、
一
九
三
六
年
）、
公
文
武
彦
・
高
倉
正
明
「
呼
瑪
の
日
食
（
一
）
～
（
三
）」（『
天
界
』
一
八
四
・
一
八
六
・
一
八
八
号
、

ドイツ留学中にベネチアを訪れ
た荒木俊馬
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一
九
三
六
年
）
に
詳
し
い
）。荒

木
は
京
都
帝
国
大
学
宇
宙
物
理
学
科
の
最

初
の
卒
業
生
で
あ
り
、
学
科
創
設
者
の
新
城

の
後
継
者
で
あ
っ
た
が
、
教
授
へ
の
昇
進
は
か
な
り
遅
れ
た
。
荒
木
が
京

都
帝
国
大
学
教
授
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
三

月
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
（「
官
記
」）。
助
教
授
時
代
が
一
七
年
続
い

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
因
は
定
か
で
は
な
い
が
、
新
城
新
蔵
が
昭
和
四

年
（
一
九
二
九
）
に
京
都
帝
国
大
学
総
長
に
就
任
し
た
た
め
に
空
席
と
な
っ
た
教
授
職
は
、
荒
木
と
同
じ
頃
に
留
学
し
、
し
か
も
同

時
に
理
学
博
士
号
を
与
え
ら
れ
た
東
京
帝
国
大
学
出
身
の
上
田
穰
が
就
任
し
た
こ
と
で
、
荒
木
は
助
教
授
の
ま
ま
残
さ
れ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
る
（
藪
内
清
「
桁
外
れ
―
荒
木
先
生
の
憶
い
出
―
」、『
天
文
月
報
』
第
七
一
巻
第
一
一
号
、
一
九
七
八
年
）。

　

荒
木
が
教
授
と
な
っ
た
の
は
日
中
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
日
本
が
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
時
期
で

あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
荒
木
は
「
国
粋
的
な
傾
向
を
強
め
て
ゆ
か
れ
た
」（
前
掲
「
荒
木
俊
馬
先
生
の
想
い
出
」）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
教
授
就
任
か
ら
九
ヵ
月
後
に
日
本
が
真
珠
湾
攻
撃
を
行
い
、
全
面
戦
争
に
突
入
す
る
と
、
荒
木
は
「
愛
国
的
な
活
動
に
積
極

的
に
参
加
」
し
て
い
っ
た
と
い
う
（
同
前
）。
事
実
、
荒
木
は
、
こ
の
頃
か
ら
表
５
の
よ
う
に
、
一
方
で
専
門
の
著
書
や
論
文
を
発

表
し
な
が
ら
、
他
方
で
愛
国
心
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
文
章
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、
戦
争

遂
行
を
貫
徹
す
る
よ
う
に
求
め
た
関
西
の
学
者
の
共
同
宣
言
に
名
を
連
ね
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
宣
言
に
名
を
連
ね
た
の
は
、
荒
木

の
他
は
、
前
建
国
大
学
総
長
作
田
荘
一
、
京
都
帝
大
文
学
部
教
授
小
牧
実
繁
、
新
民
学
院
教
授
瀬
川
次
郎
、
同
志
社
大
学
教
授
佐
藤

義
雄
、
立
命
館
大
学
経
済
学
部
長
太
田
義
夫
、
東
方
文
化
研
究
所
員
能
田
忠
亮
、
関
西
学
院
大
学
教
授
古
屋
美
貞
、
関
西
大
学
教
授

京
都
帝
国
大
学
教
授

と
し
て
の
荒
木
俊
馬

呼瑪日食観測における新城新蔵（左）
と荒木俊馬（右）
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表�　ߥढ़അのଠฏ༸ઓ૪期のஶ࡞（ॳ൛ɾॳग़のΈ）
λΠτϧ ग़版ࣾɾࢽࡌܝ等 年݄ߦൃ

ʮ本ݹのఱ文ྐྵज़ʯ 『科学ࣝ』 20（1） 1940年 1݄
ʮఱ文֓؍第十ߨ　ଠཅの部ߏʯ 『科学ը報』 29（1） 1940年 1݄ 注1
ʮఱ文֓؍第十一ߨ ଠཅܥをΕて߃のੈքʯ『科学ը報』 29（2） 1940年 2݄
ʮࢥとݴ༿ʯ 『िץே』 37（2） 1940年 2݄
ʮఱ文֓؍第十二ߨ Ӊۭؒのଌྔʯ 『科学ը報』 29（3） 1940年 3݄
ʮఱ文֓؍第十三߃　ߨのܘと࣭ྔ及び࿈ܥʯ 『科学ը報』 29（4） 1940年 4݄
ʮఱ文֓؍第十ߨ࢛　ޫを͢ٵݺるมޫとఱքのՖՐ৽ʯ『科学ը報』 29（5） 1940年 5݄
ʮఱ文֓؍第十߃　ߨޒのूஂとۜՏܥのߏʯ『科学ը報』 29（6） 1940年 6݄
ʮཧӉཧ学にԙ͚るނా৽一܅の業ʯ ా৽一ஶ『༡から߃』߃ࣾ 1940年 6݄
ʮఱ文֓؍第十六߃　ߨのݻ༗ӡಈと大ۜՏܥのճసʯ『科学ը報』 29（7） 1940年 7݄
ʮఱ文֓؍第十七ߨ　ۜՏの൴ํからӢのੈքʯ 『科学ը報』 29（8） 1940年 8݄
ʮӉཧ学ʯ 『科学ϖϯ』5（8） 1940年 8݄
ʮཧ学ʯ 『科学ϖϯ』5（9） 1940年 9݄
46$$&44*7& "11309*."5*0/ 『数ಉ૭会会報』11 1940年 9݄

『ఱ文学֓؍』 ࣾ߃ 1940年11݄
ʮΫζϚɾϓϧʔτίϑの学ʯ 『ൃ໌』38（12） 1941年12݄
ʮฏ均ʯ 『科学ϖϯ』6（12） 1941年12݄
ʮରถӳઓԼにԙ͚る国ຽの֮ޛとߖ国科学のಠ立ʯ『国ຽධ』14（1） 1942年 1݄
ʮ本のީؾ෩と本ຽʯ 『文ܳय़ळ』20（2） 1942年 2݄
『࠲のق࢛』 ࣾ߃ 1942年 3݄

ʮΟιϯࢁఱ文のᏅʯ ఇ国大学৽ฉ部ฤ『ܾઓژ
Լ学ੜに༩;教育ਤ書』 1942年 4݄

ʮ本త科学のݐઃʯ 『経済ϚΨδϯ』6（4） 1942年 4݄
ʮߖ国科学のಠ立ʯ 『本のཧ』国ຽධࣾ 1942年 4݄ 注2
ʮ৽ݐઃ科学のੑ֨ʯ 『現』23（6） 1942年 6݄
ʮඍੈࢹքの༓ྶとԎນʯ 『科学文Խ』2（7） 1942年 7݄
ʮ࣌とྐྵʯ 『科学ਓ』2（7） 1942年 7݄
ʮੜ׆科学とӠ͏ݴ༿ʯ 『िץே』 42（3） 1942年 7݄
『Ӎເ』 本์ૹڠ会 1942年 8݄
ʮ߃をཪΉ֦大ӡಈ状ଶに͋るࢩנӢにى
Ҽ͢るεϖΫτϧًઢのྠֲにबてʯ

『৽തه࢜೦　ఱ文ɾӉ
ཧ学ኮ報』1（2）　 1942年 8݄ 注3

ʮಡΈਓらͣʯ 『国ຽධ』14（8） 1942年 8݄
ʮಓのܕɺޟのఆੴとਖ਼نの学ʯ 『ൃ໌』39（8） 1942年 8݄
ʮೆఱのʑʯ 『ೆ༸経済ڀݚ』（8）1 1942年 8݄
『本にԙ͚るݹདྷのվྐྵࣄ』（ྐྵ๏調査ࢿྉ） 大ཌྷࢍ会ڵѥہ 1942年 9݄
『Ԥถにԙ͚るվྐྵӡಈฒにվਖ਼Ҋ֓؍』（ྐྵ๏調査ࢿྉ） 大ཌྷࢍ会ڵѥہ 1942年 9݄
ʮ現ఱ文学のಈʯ 『科学ࢥை』1（9） 1942年 9݄
ʮ౦༸本དྷのྐྵと立य़ਖ਼݄ʯ 『৽एਓ』2（10） 1942年10݄
ʮ࣌๏からޕͨݟલとޙޕの༝དྷʯ 『農業のຬऱ』14（10） 1942年10݄
（科学৽書20׆ੜ）『とྐྵ࣌』 Ӌా書ళ 1942年10݄
ʮ科学とはԿかʯ 『ྑ国ຽ』昭和17年11݄߸ 1942年11݄
ʮӉの͞ʯ 『िץ少国ຽ』1（25） 1942年11݄
ʮ高ڃ専門書のग़版にबてʯ 『学ಂ』46（12） 1942年12݄
ʮ大౦ѥのޙࠓにԙ͚る࣌とྐྵのʯ 『科学文Խ』2（12） 1942年12݄
ʮઈରのڥʯ 『現』24（1） 1943年 1݄
ʮ基ૅతなࣄʯ 『ൃ໌』40（1） 1943年 1݄
ʮΠλϦΞのఱ文学ʯ 『ΠλϦΞ』3（2） 1943年 2݄
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注1：ʮఱ文֓؍ʯは『科学ը報』1939年1݄߸より࿈ࡌ
注2：『国ຽධ』1942年1݄߸ࡌܝにՃචमਖ਼しͨの
注3："SBLJ, 5� � ,VSJIBSB, .�（1937）� ;VS ,POUVSCFSFDIOVOH EFS &NJTTJPOTMJOJFO EFS 

FYQBOEJFSFOEFO (BTIÛMMF FJOFT 4UFSOFT�� ;FJUTDISJGU GÛS "TUSPQIZTJL, 7PM� 13, Q�89を
શ༁しͨの

典拠： 学校๏ਓژ࢈業大学ฤ『ߥढ़അࢿྉ　֓؍』（2008年）ɺߥढ़അ『ᙝࢁҨच』（ߥ༤߽ɺ
1979年）ɺژ࢈業大学大学࢙ฤࣨࢊ所ଂ࢙ྉより作成

λΠτϧ ग़版ࣾɾࢽࡌܝ等 年݄ߦൃ

ʮ文Խ࢙త؍より͢る本ྐྵ学࢙֓આʯ 『৽തه࢜೦　ఱ文ɾӉ
ཧ学ኮ報』2（1） 1943年 2݄

ʮ学ज़の専門分科と大学の学部制にबいてʯ 『科学ࢥை』2（2） 1943年 2݄
ʮ࢜は৯はͶͲɻʯ 『国ຽධ』15（3） 1943年 3݄
ʮೆ༸ౡቦຽのఱ文ࣝʯ 『ೆ༸経済ڀݚ』（4）6 1943年 4݄
ʮίϖϧχΫεの࢛ඦ年ࡇʯ 『िץ少国ຽ』2（21） 1943年 5݄
ʮがख৫ʯ 『文ܳय़ळ』21（6） 1943年 6݄
『本ྐྵ学࢙֓આ』	ࣗવ科学࢙書
 書ళޱࢁ 1943年 7݄
ʮࣗવ科学త؍ʯ 『վ』25（8） 1943年 8݄
ʮ学ஊٙʯ 『文ܳय़ळ』21（8） 1943年 8݄
ʮϰΟεϓのᕡ୩ʯ ོ࡚ষฤ『ַ』ࢁとܢ୩ࣾ 1943年 8݄
ʮపఈతࢥߖۈՈ　Տ্ࡈʯ 『本』509 1943年 8݄
（本文Խ৽書）『ઓと科学ࢥ』 ৽ଠཅࣾ 1943年 9݄
『科学ញ』 ࣾ߃ 1943年 9݄
ʮੈք૾と現実ੈքʯ 『৽एਓ』4（10） 1943年10݄
ʮΠϯςϦήϯνϠʯ 『科学ࣝ』23（10） 1943年10݄
ʮ科学と学ʯ 『現』24（10） 1943年10݄
ʮੜ׆科学のݐ࠶ઃʯ 『科学ࢥை』2（11） 1943年11݄
ʮਗ਼ড়な本の国ʯ 4（11）『ѥڵ』 1943年11݄
ʮ本科学の৽ࢦඪʯ 7（11）『報ہ࣌』 1943年11݄
ʮࢥߖҔのผʯ 『ໍධ』1（12） 1943年12݄
ʮࢥઓংઆʯ 『本』510 1943年12݄
ʮଟྔ主ٛと֬主ٛʯ 『ੜ࢈青年』5（12） 1943年12݄
ʮ高等学校文科にԙ͚るࣗવ科にबてʯ 『文部࣌報』806 1944年 1݄
ʮࡅۄのਫ਼ਆʯ 『िץே』 45（7） 1944年 2݄
ʮඞউの৴೦ʯ 『国ຽධ』16（2） 1944年 2݄
ʮᤵਗ਼܅の৽ஶʮࢧಹのఱ文学ʯʯ 『ಡ書ਓ』4（2） 1944年 2݄
ʮਵ　ఢはԿॲに͋るʯ 『ಉໍੈքि報』25（8） 1944年 2݄
ʮײの࿉ʯ 『現』25（4） 1944年 4݄
ʮृྂถӳॲஅʯ 『ໍධ』2（4） 1944年 4݄
『ຑా߶立と大ࡕの科学』（大ࡕのઌݡと࢙　第5ा） 大ࢢࡕ所 1944年 5݄
ʮۙࠒ௧にͣײるࣄʯ 2（7）『報国ݴ』 1944年 7݄
ʮ本ਓの科学ྗʯ 『文ܳੈل』（7）6 1944年 7݄
ʮઓྗ૿ڧとਫ਼ਆʯ 『国ຽධ』16（7） 1944年 7݄
ʮಙ国ࡦの本学ज़ਐ㑊にԙ͚るҙٛ
と現࣌のࣗવ科学ڀݚʯ

文部省教学ہฤࢊ『本ॾ学ݚ
報告』ಛा第11ร（ࣗવ科学）ڀ 1944年 9݄

『本ਫ਼ਆと本学ज़』 ࣾްੜֳ߃ 1944年12݄
ʮ科学ٕज़と教育ʯ 3（1）『報国ݴ』 1945年 1݄
ʮྔ主ٛとಛ߈ਫ਼ਆʯ 『৽एਓ』6（4） 1945年 4݄
ʮఢ機ށߐの՚を᩻͢ʯ 『ਆभ』4݄߸ 1945年 4݄
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中
村
良
之
助
、
大
日
本
言
論
報
国
会
理
事
古
川
武
の
九
名
で
あ
っ
た
（
肩
書
き
は
、
当
該
記
事
の
ま
ま
で
あ
る
（「
昭
和
創
新
の
顕

現
へ　

関
西
一
〇
学
者
の
共
同
宣
言　

卒
業
学
徒
に
告
ぐ　

神
業
の
現
代
的
実
践
」、『
読
売
報
知
』
一
九
四
三
年
九
月
十
四
日
付
、

同
十
五
日
付
））。
こ
の
後
、
同
年
十
月
十
一
日
に
京
都
帝
大
医
学
部
長
舟
岡
省
吾
を
加
え
て
「
第
二
次
共
同
宣
言
」
が
出
さ
れ
て
い

る
（「
東
条
首
相
に
応
ふ
関
西
一
一
学
者
の
第
二
次
共
同
宣
言
」（『
読
売
報
知
』
一
九
四
三
年
十
月
十
二
日
付
、
同
十
五
日
付
））。

　

ま
た
、
政
府
が
言
論
統
制
の
た
め
大
日
本
言
論
報
国
会
を
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
十
二
月
に
組
織
す
る
と
、
荒
木
は
、
翌

十
八
年
（
一
九
四
三
）
五
月
に
同
会
の
評
議
員
に
な
り
（「
社
団
法
人
大
日
本
言
論
報
国
会
評
議
員
委
嘱
辞
令
書
」
一
九
四
三
年
五

月
三
十
一
日
付
）、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
一
月
に
は
理
事
に
就
任
し
て
い
る
（「
社
団
法
人
大
日
本
言
論
報
国
会
理
事
委
嘱

辞
令
書
」
一
九
四
四
年
十
一
月
八
日
付
）。
荒
木
は
こ
の
間
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
七
月
に
は
同
会
京
都
支
部
幹
事
に
も
任
命�

さ
れ
て
お
り
、
京
都
で
の
同
会
の
活
動
の
中
心
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（「
荒
木
俊
馬
履
歴
書
」）。

な
お
、
荒
木
は
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
三
月
に
、
京
都
府
中
学
校
理
数
科
物
象
教
員
臨
時
養
成
所
所
長
に
も
就
任
し
て
い
る

（「
京
都
府
中
等
学
校
理
数
科
物
象
教
員
臨
時
養
成
所
長
委
嘱
辞
令
書
」
一
九
四
四
年
三
月
三
十
一
日
付
）。

第
二
節　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
荒
木
の
行
動
と
意
識

戦
時
中
、
国
策
へ
の
協
力
を
鼓
吹
し
た
荒
木
は
、
敗
戦
の
報
を
聞
い
て
「
呆
然
自
失
」
し
、「
悲
歎
と
無

念
の
た
め
に
泣
い
た
」
と
い
う
（
荒
木
俊
馬
「
わ
が
、
ア
メ
リ
カ
に
降
伏
せ
ざ
る
の
記
」、『
新
論
』
第

一
巻
第
二
号
、
一
九
五
五
年
）。
荒
木
が
受
け
た
衝
撃
は
よ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
荒
木
は
「
感
ず

る
と
こ
ろ
」
が
あ
っ
て
（「
想
い
出
話　

一
」、『
京
都
産
業
大
学
報
』
第
五
〇
号
）、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
二
十
四
日
に
、

夜
久
野
で
の
農
業
と

著
述
活
動
へ
の
専
念
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内
閣
総
理
大
臣
に
京
都
帝
国
大
学
教
授
の
辞
職
願
を
提
出
し
た
（
国
立
公
文

書
館
蔵
「
高
等
官
進
退
（
京
都
帝
大
荒
木
俊
馬
）
本
官
を
免
ず
」）。
昭
和
天

皇
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
る
宣
言
を
行
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
玉
音
放
送
」
が
あ
っ
て
わ
ず
か
九
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
願
い
が
受
理
さ
れ
て
、
免
官
の
辞
令
が
下
り
た
の
は
、
同
年
十
月
二
十
七

日
で
あ
っ
た
が
、
荒
木
は
そ
れ
を
待
た
ず
に
九
月
十
八
日
に
京
都
を
後
に
し

た
（「
京
都
帝
国
大
学
教
授
免
官
辞
令
」、『
日
記
』）。
京
都
府
北
部
の
天
田
郡

上
夜
久
野
村
（
現
福
知
山
市
）
に
隠
棲
し
た
の
で
あ
る
。

　

夜
久
野
で
は
、
荒
木
は
家
と
農
地
を
購
入
し
て
自
ら
農
作
業
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
学
究
の
徒
と
し
て
の
生
き
方
を
捨
て
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
農
作
業
や
地
域
の
共
同
体
と
し
て
の
し
き
た
り
に
従
い
つ
つ
、
そ
の
合
間
を
縫
っ
て
著
述
を
続
け
た
。
荒
木

自
身
、
こ
う
し
た
生
き
方
を
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
と
し
て
、「
大
学
と
い
ふ
枠
の
中
に
ゐ
て
四
囲
を
顧
慮
し
て
は
ほ
ん
と
う
の
仕
事

が
出
来
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
」
か
ら
で
あ
り
、「
民
間
人
と
し
て
研
究
を
続
け
世
界
に
寄
与
し
た
い
と
い
ふ
信
念
」
を
も
っ
た
こ

と
を
あ
げ
て
お
り
（「
哲
学
者
に
な
る
天
文
学
者　
〝
敗
戦
に
徹
す
〟
荒
木
博
士
帰
農
の
弁
」、『
毎
日
新
聞
』
大
阪
版
、
一
九
四
五

年
十
月
三
十
日
付
）、
そ
れ
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。

　

荒
木
が
夜
久
野
に
生
活
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
ま
で
の
あ
し
か
け
一
〇
年
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
に
判
明

し
て
い
る
だ
け
で
荒
木
は
一
五
冊
の
著
書
を
出
版
し
、
お
よ
そ
三
〇
編
以
上
の
論
文
や
文
章
を
雑
誌
等
で
発
表
し
て
い
る
（
表
�
）。

し
か
も
、
こ
の
他
に
荒
木
が
編
者
と
な
っ
た
書
物
が
五
冊
あ
る
。
研
究
意
欲
は
非
常
に
旺
盛
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
著
作

の
ほ
と
ん
ど
は
、
当
然
の
如
く
荒
木
の
専
門
の
天
文
宇
宙
や
暦
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
な
か
に
は
戦
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

農作業をする荒木俊馬と子供たち
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表�　ߥढ़അのٱ࣌のஶ࡞（ॳ൛ɾॳग़のΈ）

λΠτϧ ग़版ࣾɾࢽࡌܝ等 年݄ߦൃ
ʮٱからʯ 『会ؗ文Խ』4（7） 1946年 6݄ 注1
ʮԤཏの第一―青少年のࠒѪಡͤるԪ֎༁『ଈ
ਓ』の文ষをջかしΈͭͭのͤる―ʯࢻڵ 『བຯ』5 1946年 7݄

ʮӉをଌる͞の୯Ґのʯ 『学༑六年ੜ』1（9） 1947年 1݄
ʮົحなເʯ 『科学ݍ』（4）2 1947年 4݄
ʮਏҫֵ໋࣌のग़ʯ 『த国文Խ』1 1947年 6݄
ʮίμϚのʯ 『学༑࢛年ੜ』2（7） 1947年 7݄
ʮ少年ॾ܅にΉʯ 『学༑ޒ年ੜ』2（7） 1947年 7݄
『ଇとྐྵ๏࣌』 ࣾްੜֳ߃ 1947年 8݄
『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶗ部　ݹ典ఱ文学　第ᶗ
ร　ٿ໘ఱ文学』˞ ࣾްੜֳ߃ 1947年12݄

『ΤωϧΪʔの』 まと書ԓ 1948年 2݄
『Ξϧϓのೆ』 த国文Խڠ会 1948年 4݄
ʮ৽ץհ　ഡݪ༤༞：ఱ体ྗ学の基ૅᶗ	্
ʯ 『ఱ文݄報』41（5） 1948年 5݄
ʮ༸科学文Խのདྷとத国及び本ʯ 『த国文Խ』4 1948年 8݄
ʮӉਐԽのࠜ本ʯ 『科学ݍ』（10）3 1948年10݄
『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶘ部　ଠཅܥཧ学　第
ᶚร　ଠཅܥ 』˞ Ӊཧ学ڀݚ会 1948年11݄

『ٿのྺ࢙』（ۜのླ文25ݿ） ౡਤ書 1949年 2݄
『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶙ部　Ӊཧ学　第ᶝ
ร　߃ཧ学』˞˞ Ӊཧ学ڀݚ会 1949年 2݄

『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶗ部　ݹ典ఱ文学　第ᶙ
ร　ఱ体ྗ学（্）』˞˞ Ӊཧ学ڀݚ会 1949年 6݄

『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶙ部　Ӊཧ学　第ᶠ
ร　ۜՏܥ』˞˞ Ӊཧ学ڀݚ会 1949年 9݄

ʮ教養科学としてのఱ文学ʯ 『ཧ科』14（4ɾ5） 1949年10݄
『࣭ྗ学ཁ』 Ӊཧ学ڀݚ会 1949年11݄
『大Ӊのཱྀ』 ࣾްੜֳ߃ 1950年 2݄
『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶙ部　Ӊཧ学　第ᶞ
ร　࿈』˞˞ Ӊཧ学ڀݚ会 1950年 3݄

ʮ0VU PG 'PDVTʯ 『ఱ文݄報』43（4） 1950年 3݄
ʮ૬ରੑݪཧの―現のӉに及Ϳ―ʯ 『ఱ文とؾ』16（9） 1950年 9݄
ʮ୪のΩϯλϚのʯ 『本ஊٛ』96 1951年 6݄
『ఱ文年学ߨ―ݹの࣌をܾΊる―』 ࣾްੜֳ߃ 1951年 9݄
『ഐはਫͰ͋るޗ』 ࣾްੜֳ߃ 1951年11݄
ʮ༮学ߝཁʯ 『౧ཥ』2（1） 1952年 1݄
Χϯτ『Ӊ―ఱքの一般ࣗવ࢙とཧ―』˞˞˞ ࣾްੜֳ߃ 1952年 4݄ 注2

『݄のΈͪか͚のڀݚ』（ָしいཧ科教ࣨ1） ࣾްੜֳ߃ 1952年 5݄
ʮཧ科教育にԙ͚るఱ文学のҙٛʯ 『ఱ文݄報』45（7） 1952年 7݄
ʮ科学と科学者と国（্）ʯ 『౧ཥ』2（7） 1952年 7݄
ʮ科学と科学者と国（Լ）ʯ 『౧ཥ』2（8） 1952年 8݄
『ఱ文Ӊཧ学૯　第ᶙ部　Ӊཧ学　第‡
ร　ӢӉ』˞˞ ࣾްੜֳ߃ 1952年 9݄

『னの͞とقઅ』（ָしいཧ科教ࣨ2） ࣾްੜֳ߃ 1952年 9݄
（ทにଓ࣍͘）
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旅
し
た
時
の
旅
行
記
で
あ
る
『
ア
ル
プ
の
南
北
』（
中
国
文

化
協
会
、
一
九
四
八
年
）
や
、
生
活
に
関
わ
る
論
考
も
含
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
宙
に
つ
い
て
平
易
に
語
り
か
け
た

『
大
宇
宙
の
旅
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
五
〇
年
）
と
い
っ

た
子
供
向
き
の
書
物
も
荒
木
は
執
筆
し
て
い
る
（
当
該
期
の

荒
木
の
著
述
活
動
に
つ
い
て
は
、
株
本
訓
久
「
荒
木
俊
馬
の

天
文
学
教
育
普
及
活
動　

後
編
」、『
天
文
教
育
』
八
三
号
、

二
〇
〇
六
年
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
）。

　

こ
の
よ
う
に
農
作
業
と
著
述
に
勤
し
む
と
と
も
に
、
荒
木

は
他
方
で
、
依
頼
さ
れ
る
と
地
元
の
青
年
団
や
学
校
等
で
の

講
演
も
引
き
受
け
、
ま
た
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）

十
月
に
は
上
夜
久
野
村
か
ら
推
薦
さ
れ
て
夜
久
野
教
育
事
務

組
合
教
育
委
員
に
当
選
し
、
翌
十
一
月
に
は
委
員
長
に
就
任

し
て
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
三
月
ま
で
務
め
て
い
る

（「
荒
木
俊
馬
履
歴
抄
」）。
ど
う
や
ら
京
都
帝
国
大
学
の
元
教

授
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
夜
久
野
へ
転
居
し
て
以
後
、

村
長
ら
の
地
元
の
有
力
者
達
は
荒
木
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を

持
ち
込
ん
で
お
り
、夜
久
野
へ
の
転
居
後
の
翌
年
五
月
に
は
、

λΠτϧ ग़版ࣾɾࢽࡌܝ等 年݄ߦൃ
『ԫಓを͞まよ͏ఱ体』（ָしいཧ科教ࣨ3） ࣾްੜֳ߃ 1952年10݄
ʮޒՕのޚ文とԣҪ小ೇʯ 『国』4（10） 1952年11݄ 注3
『ଠཅࠇのڀݚ』（ָしいཧ科教ࣨ4） ࣾްੜֳ߃ 1953年 1݄
『৯と݄৯』（ָしいཧ科教ࣨ5） ࣾްੜֳ߃ 1953年 2݄
ʮͻग़ʯ 『立七十प年ه೦ࢽଟ࢜』 1953年 2݄
ʮ本ਓはͬと݆ૉなੜ׆をʯ 『౧ཥ』3（4） 1953年 4݄
ʮ高校に͓͚るʠ学ʡにͭいてʯ 『ఱ文૯報』7（7） 1953年 7݄
ʮࣗવ科学と্ࣕܗ学とӉʯ 『ఱ文݄報』46（10） 1953年 9݄
ʮのՎʯ 『౧ཥ』4（4） 1954年 4݄
ʮ少しかりఱ文学をޠるʯ 『ఱ文݄報』47（8） 1954年 8݄
ʮޒՕのޚ文とԣҪ小ೇʯ 『ٚԂ』 年݄ෆ໌ߦൃ 注4
ʮ教育とい;ݴ༿ʯ 『ٱத学৽ฉ』 年݄ෆ໌ߦൃ 注4
ʮඦฉは一ݟにएかͣはਅͬなӕʯ 『国ຽධ』 年݄ෆ໌ߦൃ 注4
ʮ農ଜৼڵのࢦಋ者ʯ 『の͋ΏΈڷ』 年݄ෆ໌ߦൃ 注4
ʮઓഁΕてಓ໌かなりʯ 『国ຽධ』 年݄ෆ໌ߦൃ 注4
ஶɾ˞˞ฤूɾ˞˞˞༁及び注ऍڞ˞
注1：『ᙝࢁҨच』にʮ農ଜਓ種と会ਓ種ʯとվしてऩ
注2：ݪ書は*NNBOVFM ,BOU（1755）："MMHFNFJOF /BUVSHFTDIJDIUF VOE 5IFPSJF EFT )JNNFMT
注3：『ه』1952年9݄ͰߥはಉͰ『ٚԂ』にࣥචしͨとࡌهしている
注4：『ه』に1952年9݄から12݄にか͚てࣥචしͨとのࡌهは͋るがࢽࡌܝを֬ೝͰ͖なかͬ

ͨͨΊɺൃߦ年ෆ໌として࠾しͨ
典拠：学校๏ਓژ࢈業大学ฤ『ߥढ़അࢿྉ　֓؍』（2008年）ɺߥढ़അ『ᙝࢁҨच』（ߥ༤߽ɺ

1979年）ɺ『ه』ɺژ࢈業大学大学࢙ฤࣨࢊ所ଂ࢙ྉより作成
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上
夜
久
野
村
長
が
荒
木
に
標
準
農
村
建
設
社
会
教
育
講
師

を
委
嘱
し
て
い
る
（「
嘱
託
書
」
一
九
四
六
年
五
月
十
八

日
付
）。
荒
木
は
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
三
月
に

言
論
報
国
会
理
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
公
職
追
放
者
に
指

定
さ
れ
て
お
り※

（「
荒
木
俊
馬
履
歴
抄
」）、
そ
れ
以
後
は
、

表
立
っ
て
は
公
的
な
活
動
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
公
職

追
放
が
解
除
さ
れ
る
の
は
、昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）

八
月
で
あ
っ
た
（「
指
定
理
由
取
消
書
」）。
し
た
が
っ
て
、

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
は
荒
木
は
公
職
に
就
く

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
故
に
、
上
夜
久
野
村
は

荒
木
を
推
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

�

※�

た
だ
し
、昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
総
理
庁
官
房
監
査
課
編
『
公
職
追
放
に
関
す
る
覚
書
該
当
者
名
簿
』（
日
比
谷
政
経
会
、一
九
四
九
年
）
で
は
、

「
大
日
本
言
論
報
国
会
京
都
支
部
幹
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

教
育
行
政
へ
の
関
わ
り
と

教
育
者
と
し
て
の
再
出
発

荒
木
が
夜
久
野
の
教
育
委
員
会
委
員
長
に
就
任
し
た
の
は
、
戦
後
の
教
育
基
本
法
に
基
づ
く
制
度

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
見
直
し
の
動
き
が
出
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
、

日
本
教
職
員
組
合
（
日
教
組
）
は
反
発
し
、
抗
議
活
動
を
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
教
育
委
員
会
委
員
長
と

な
っ
た
荒
木
は
、
日
教
組
の
活
動
に
対
し
て
は
厳
し
い
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
二
月
に
文
部
省
が
義

務
教
育
学
校
職
員
法
案
を
策
定
し
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
三
年
二
月
十
二
日
付
）
こ
と
に
抗
議
す
る
た
め
に
、
日
教
組
が
傘
下

荒木俊馬著『大宇宙の旅』

夜久野時代に荒木があらわした書物の数々
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組
織
に
三
月
十
二
日
に
一
日
休
暇
を
取
る
よ
う
に
指
示
を
出
す

と
、
荒
木
は
臨
時
の
教
育
委
員
会
を
開
き
、
夜
久
野
地
区
の
小
学

校
・
中
学
校
の
教
員
が
そ
れ
に
参
加
し
て
休
暇
を
取
る
こ
と
を
禁

止
し
、
し
か
も
そ
れ
に
対
し
て
日
教
組
か
ら
抗
議
が
来
て
も
禁
止

令
を
撤
回
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
五
三

年
三
月
十
・
十
一
日
条
）。

　

こ
の
後
、
荒
木
は
同
年
八
月
か
ら
夜
久
野
の
教
育
長
代
行
に
も
就

任
し
て
い
る
が
、
委
員
長
と
し
て
の
職
は
同
年
十
一
月
に
は
退
任

し
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
五
三
年
十
一
月
四
日
条
）。
そ
れ
で
も

夜
久
野
教
育
事
務
組
合
教
育
委
員
は
続
け
た
。
そ
の
任
期
は
昭
和

三
十
年
（
一
九
五
五
）
三
月
で
あ
っ
た
が
、
正
式
に
そ
の
職
を
退
く

の
は
同
年
九
月
で
あ
っ
た
（「
馬
場
秀
雄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」

一
九
五
五
年
八
月
十
五
日
付
、「
馬
場
秀
雄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書

状
」
一
九
五
五
年
九
月
九
日
付
）。
な
お
、
荒
木
は
昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
）
二
月
に
京
都
府
地
方
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
が
結

成
さ
れ
る
と
、
そ
の
会
計
監
査
に
選
出
さ
れ
、
二
期
務
め
て
お
り
、

ま
た
、
同
年
、
荒
木
は
全
日
本
地
方
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
幹
事

に
も
選
出
さ
れ
て
い
る
（
京
都
府
地
方
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
会

夜久野教育委員会時代の荒木俊馬（前列右から7人目、昭和27～ 30年ごろ）
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計
監
査
に
つ
い
て
は
『
日
記
』
一
九
五
三
年
二
月
十
三
日
・
一
九
五
四
年
七
月
二
十
九
日
条
、
全
日
本
地
方
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会

幹
事
に
つ
い
て
は
「
荒
木
俊
馬
履
歴
抄
」
を
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
教
育
委
員
長
や
委
員
と
し
て
夜
久
野
地
区
の
教
育
行
政
に
関
わ
り
な
が
ら
、
荒
木
は
他
方
で
、
こ
の
時
期
か
ら
政

治
的
な
活
動
も
始
め
て
い
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
四
月
に
行
わ
れ
た
京
都
府
知
事
選
挙
で
、

荒
木
は
京
都
府
各
地
で
の
演
説
会
や
街
頭
演
説
に
参
加
す
る
な
ど
、
保
守
系
候
補
の
応
援
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』

一
九
五
四
年
四
月
条
）。
こ
の
選
挙
で
は
、
結
局
は
現
職
の
蜷
川
虎
三
が
大
差
で
府
知
事
に
再
選
さ
れ
（
こ
の
知
事
選
に
つ
い
て
は

『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
四
月
十
七
日
付
）、
荒
木
の
活
動
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
翌
年
に
統
一
地
方
選
挙
の
一
環

と
し
て
京
都
府
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
る
と
、
や
は
り
保
守
系
候
補
の
応
援
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
間
、
頻
繁
に
応
援
演
説
を
行
っ
た

り
し
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
五
五
年
四
月
十
～
二
十
日
条
）。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
荒
木
は
国
政
選
挙
で
の
応
援
活
動
も
行
う
よ
う

に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
荒
木
は
し
ば
ら
く
遠
ざ
か
っ
て
い
た
大
学
で
の
専
門
分
野
に
お
け
る
教
育
活
動
も
再
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和

二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
四
月
か
ら
大
阪
商
業
大
学
で
教
養
学
部
の
「
天
文
学
」
の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（「
京

都
産
業
大
学
設
立
趣
意
書
」「
荒
木
俊
馬
履
歴
書
」
で
は
大
阪
商
業
大
学
の
教
授
に
任
命
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
谷
大
学

教
授
就
任
と
と
も
に
、
同
大
学
の
兼
任
教
授
に
な
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
史
料
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
が

で
き
て
い
な
い
）。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
荒
木
が
公
職
追
放
解
除
に
な
る
と
、「
あ
ち
こ
ち
か
ら
出
馬
の
交
渉
を
受
け
、
中
に
学
長
候

補
の
内
交
渉
も
二
個
所
か
ら
受
け
」
た
と
い
い
、
ま
た
、
昭
和
二
十
六
年
ご
ろ
に
は
荒
木
を
京
都
大
学
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
い
う
動

き
が
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
た
同
大
学
の
教
員
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
と
も
い
う
（「
荒
木
俊
馬
よ
り
千
田
勘
太
郎
あ
て
書
状
下
書
き
」

一
九
五
三
年
八
月
二
十
七
日
付
）。
さ
ら
に
昭
和
二
十
八
年（
一
九
五
三
）の
夏
に
は
、荒
木
は
金
沢
大
学
学
長
選
の
候
補
者
に
も
な
っ



第二અ　第二ੈ࣍քେઓޙの荒木のߦಈとҙࣝ

��

て
い
る
。
こ
れ
は
荒
木
の
弟
弟
子
で
金
沢
大
学
教
授
で
あ
っ
た
千
田
勘
太
郎
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
選
挙

で
は
荒
木
は
落
選
し※

、
京
都
大
学
復
帰
に
つ
い
て
も
実
現
し
な
か
っ
た
。

�
※
こ
の
選
挙
は
最
初
同
年
六
月
に
行
わ
れ
、
現
職
の
戸
田
正
三
学
長
に
対
し
て
鳥
養
利
三
郎
前
京
都
大
学
総
長
が
候
補
者
と
な
っ
て
争
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
鳥
養
が�

　

当
選
す
る
が
、鳥
養
が
学
長
就
任
を
辞
退
し
た
た
め
、再
選
挙
と
な
っ
た（
こ
れ
に
つ
い
て
は
金
沢
大
学
五
〇
年
史
編
纂
委
員
会
編『
金
沢
大
学
五
十
年
史
』通
史
篇
、�

　

金
沢
大
学
創
立
五
〇
周
年
記
念
事
業
後
援
会
、二
〇
〇
一
年
に
詳
し
い
）。
こ
の
再
選
挙
の
時
に
荒
木
が
候
補
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（「
千
田
勘
太
郎
よ
り
荒
木
俊
馬�

　

あ
て
書
状
」
一
九
五
三
年
七
月
二
十
九
日
付
、「
荒
木
俊
馬
よ
り
千
田
勘
太
郎
あ
て
書
状
下
書
き
」
一
九
五
三
年
八
月
二
十
七
日
付
、
ほ
か
）。

こ
れ
ら
の
自
身
を
巡
る
大
学
関
係
者
の
動
き
に
対
し
て
、
荒
木
は
公
職
追
放
解
除
前
後
の
誘
い
は
断
っ
て
い
る
が
、
金
沢
大
学
の

学
長
候
補
と
な
る
こ
と
は
「
余
り
乗
り
気
で
は
な
い
」（『
日
記
』
一
九
五
三
年
九
月
四
日
条
）
と
し
つ
つ
も
受
け
入
れ
て
お
り
、
ま

た
、
京
都
大
学
復
帰
に
つ
い
て
も
「
そ
の
す
す
め
に
対
し
て
内
諾
を
与
え
て
い
る
」（「
荒
木
俊
馬
よ
り
千
田
勘
太
郎
あ
て
書
状
下
書

き
」
一
九
五
三
年
八
月
二
十
七
日
付
）
と
荒
木
自
身
が
記
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
ら

を
総
合
す
る
と
、
昭
和
二
十
八
年
ご
ろ
に
は
荒
木
は
本
格
的
に
大
学
教
員
に
戻
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
最
終
的
に
実
現
す
る
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
荒
木
は
京
都
の
大
谷
大
学
に
招
聘
さ
れ
、
そ
の
専
任
教
授
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
荒
木
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、「
数
学
」
と
「
自
然
科
学
概
論
」「
天
文
学
」
及
び
「
地
学
」
で
あ
っ
た
（「
荒
木
俊
馬
履
歴
抄
」）。
な
お
荒
木
に
与
え
ら

れ
た
大
谷
大
学
の
辞
令
書
に
よ
る
と
、
親
授
待
遇
の
教
授
と
な
っ
て
い
る
（「
大
谷
大
学
辞
令
書
」一
九
五
四
年
十
月
一
日
付
）。「
親

授
」
と
は
、同
大
学
の
設
立
母
体
で
あ
っ
た
真
宗
大
谷
派
の
独
特
の
等
級
制
度
に
お
け
る
、最
高
位
の
「
特
授
」
に
次
ぐ
等
級
で
あ
っ

た
（
龍
谷
大
学
編
『
佛
教
大
辞
彙
』
第
四
・
五
巻
、
冨
山
房
、
一
九
一
六
年
初
版
、
一
九
七
四
年
再
版
）。



第二章　荒木俊馬と人材育成への情熱

��

京
都
へ
の
帰
還
と

活
動
領
域
の
拡
大

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
四
月
に
荒

木
は
ま
ず
家
族
を
京
都
に
帰
し
、
続
い
て

荒
木
自
身
も
京
都
に
戻
っ
た
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
荒
木
は
夜

久
野
の
教
育
委
員
は
続
け
て
お
り
、
そ
の
後
も
頻
繁
に
夜
久
野
に

通
っ
て
い
る（『
日
記
』一
九
五
四
年
四
月
～
一
九
五
五
年
七
月
条
）。

そ
れ
も
昭
和
三
十
年
半
ば
ま
で
で
、
教
育
委
員
を
辞
め
て
か
ら
は
、

荒
木
は
京
都
を
中
心
に
し
て
、
し
だ
い
に
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い

く
。
そ
の
活
動
は
主
に
保
守
派
の
論
客
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　

既
に
荒
木
は
、
夜
久
野
在
住
中
か
ら
赤
松
克
麿
が
創
設
し
た
日

本
産
業
協
力
連
盟
が
関
西
連
盟
の
設
立
を
行
お
う
と
し
た
動
き
に

関
わ
っ
て
い
た
が
（「
赤
松
克
麿
・
平
澤
幹
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書

状
」
一
九
五
三
年
八
月
十
七
日
付
、『
日
記
』
一
九
五
三
年
八
月

二
十
一
日
条
）、
京
都
に
帰
還
後
は
自
由
文
教
人
連
盟
や
教
育
父

母
会
議
の
理
事
や
役
員
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
活
動
に
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

自
由
文
教
人
連
盟
は
、
戦
後
の
教
育
の
あ
り
方
に
危
機
感
を

も
っ
た
学
者
や
思
想
家
ら
が
「
中
正
な
立
場
か
ら
民
族
の
理
想
に

も
と
ず
き
、
日
本
文
教
の
健
全
な
る
発
展
を
目
的
と
し
、
国
民
と

大谷大学時代の荒木俊馬（前列右から2人目）
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と
も
に
教
育
道
の
確
立
を
期
す
」
べ
く
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
五
月
に
設
立
し
た
団
体
で
、
理
事
長
に
國
學
院
大
学
元
教

授
で
中
央
教
育
審
議
会
委
員
も
務
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
増
田
栄
が
就
任
し
、
毎
日
新
聞
の
元
社
長
で
同
社
最
高
顧
問
で
あ
っ
た
高
石

真
五
郎
が
会
長
に
な
っ
た
（
湯
村
栄
一
『
自
由
文
教
人
連
盟
の
回
顧
と
展
望
―
四
国
高
知
大
会
へ
の
報
告
―
』（
自
由
文
教
人
連
盟
、

一
九
五
六
年
）。
増
田
に
つ
い
て
は
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
三
年
十
一
月
四
日
付
。
高
石
に
つ
い
て
は
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
七
年

二
月
二
十
五
日
付
、『
二
〇
世
紀
日
本
人
名
事
典
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
た
だ
し
高
石
が
文
教
人
連

盟
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
『
朝
日
新
聞
』『
二
〇
世
紀
日
本
人
名
事
典
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
）。
ど
う
や
ら
こ
の
団
体
を
実
質

的
に
切
り
盛
り
し
て
い
た
の
は
常
務
理
事
に
な
っ
た
社
会
学
者
で
元
日
本
大
学
教
授
の
湯
村
栄
一
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
当
時
東
京
経

済
大
学
教
授
で
あ
っ
た
伊
部
政
一
ら
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
例
え
ば
自
由
文
教
人
連
盟
の
結
成
に
先
立
っ
て
作

成
さ
れ
た
「
文
教
刷
新
の
意
見
書
」（
公
益
財
団
法
人
徳
富
蘇
峰
記
念
塩
崎
財
団
蔵
）
中
に
、
伊
部
は
「
民
族
生
命
へ
の
自
覚
」
と

の
論
考
を
寄
せ
て
い
る
）。
荒
木
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
運
動
に
関
わ
り
だ
し
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
か
な
り
早
く
か
ら

関
係
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
満
州
の
元
建
国
大
学
副
総
長
の
作
田
荘
一
と
荒
木
が
活
動
し
て
「
関
西
側
の
文
教
人
の
結
集
の
気
運
が
醸

成
せ
ら
れ
」、
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
七
月
に
京
都
の
八
坂
神
社
で
第
一
回
の
会
合
が
開
か
れ
た
と
い
う
（
前
掲
『
自
由
文

教
人
連
盟
の
回
顧
と
展
望
』）。

そ
の
後
、荒
木
は
こ
の
団
体
の
全
国
展
開
に
か
な
り
の
労
力
を
注
い
で
い
る
。表
７
の
よ
う
に
荒
木
は
、昭
和
三
十
一
年（
一
九
五
六
）

十
月
の
自
由
文
教
人
連
盟
高
知
本
部
結
成
式
を
最
初
と
し
て
、
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
も
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
ま
で
に
四

国
・
九
州
の
自
由
文
教
人
連
盟
で
三
〇
回
以
上
の
講
演
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宮
崎

県
や
佐
賀
県
・
熊
本
県
・
徳
島
県
で
の
地
区
本
部
結
成
式
に
荒
木
が
参
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
荒
木
は
東
京
に
赴
い
た
時
、

頻
繁
に
自
由
文
教
人
連
盟
の
本
部
を
訪
れ
、
増
田
ら
と
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
荒
木
が
こ
の
団
体
で
か
な
り
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重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
そ
れ
は
荒
木
が
「
自
由
文
教
人
連
盟
京
阪
地
方
本
部　

理
事
長
」
の
肩
書
き
を
使
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（「
荒
木
俊
馬
名
刺
（
自
由
文
教
人
連
盟
京
阪
地
方
本
部
理
事
長
）」）。

他
方
、
荒
木
は
こ
の
時
期
、
全
日
本
教
育
父
母
会
議
の
活
動
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
団
体
は
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）

三
月
に
結
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
前
身
は
前
年
八
月
に
結
成
さ
れ
た
東
京
都
父
母
会
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
東
京
都
の
教
育
に
関
心

が
深
い
父
母
に
よ
っ
て
「
中
立
的
立
場
で
純
粋
に
教
育
の
問
題
だ
け
を
対
象
と
す
る
団
体
で
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
教
職
員
団
体
な
ど
教
育
関

係
の
団
体
と
は
対
立
し
な
い
大
衆
組
織
と
し
」
て
組
織
さ
れ
た
と
い
い
、
主
な
事
業
と
し
て
「
△
中
正
健
全
な
教
育
の
あ
り
方
の
研

究
△
教
育
の
改
善
に
つ
い
て
の
諸
方
策
の
研
究
、
立
案
、
勧
告
、
意
見
の
発
表
△
内
外
の
教
育
の
実
情
の
調
査
研
究
△
教
職
員
の
経

済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
、
協
力
△
講
演
会
、
研
究
会
の
開
催
△
文
献
資
料
の
収
集
、
刊
行
」
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
九
月
二
日

付
）。
こ
の
東
京
都
父
母
会
議
の
会
長
に
は
戦
前
以

来
著
名
な
弁
護
士
で
あ
っ
た
岩
田
宙
造
が
推
さ
れ
、

歌
人
の
中
河
幹
子
も
副
会
長
と
し
て
関
わ
っ
て
い

た
。
そ
の
後
、
こ
の
運
動
は
各
地
に
広
が
り
、
神
奈

川
県
、
長
野
県
、
福
井
県
、
山
口
県
、
福
岡
県
、
そ

れ
に
関
西
で
支
部
が
つ
く
ら
れ
て
会
員
は
約
二
万

人
に
達
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
（『
朝
日
新
聞
』

一
九
五
八
年
三
月
十
六
日
付
）。
そ
こ
で
こ
れ
を
包

括
し
た
全
国
組
織
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
全
日
本

増田栄

自由文教人連盟京阪地方本部理事長として挨拶
中の荒木俊馬
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年݄ ಈ༰׆ 者ԋ者ɾ࿈ໍؔߨҎ֎のߥ
1956年10݄12 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ高本部݁成ࣜଧͪ合わͤ
1956年10݄13 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ高本部݁成ࣜにてߨԋ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾҏ部一
1956年10݄14 高ݝਢ࡚ࢢの公ຽؗにてߨԋ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾҏ部一
1957年 1݄19 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ࡚ٶ本部݁成ࣜͰߨԋ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾԬणҳ
1957年 1݄20 ԋߨ۲ؒ小学校にてࢢ۲ؒݝ࡚ٶ ૿ాӫ
1957年 1݄21 ԋߨにてࢢ小ྛݝ࡚ٶ ԬԔॿࠨӴ門

1957年 1݄22 ԋ会ߨ高ઍึொにて܊ӓ٩ݝ࡚ٶ Ԭणҳɾ౬ଜӫ一ɾԬԔɾ
ࢁ

1957年 1݄28 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部にて۽本ݝ本部݁成の૬ஊ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一
1957年 3݄12 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部にて౬ଜ及びؠ൞とଧͪ合わͤ ౬ଜӫ一ɾؠ൞߽༤
1957年 5݄16 ԋ会ߨ৽公会ಊにて教育ࢢլࠤ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾཬ؛ݟ༤
1957年 5݄17 和ాொ公ຽؗにてߨԋ会 ૿ాӫ
1957年 5݄19 ԋ会ߨ大ொொの公ຽؗͰ܊٩ౡݝլࠤ ౬ଜӫ一ɾ౻ݪ一
1957年 5݄20 ԋߨのҏສཬ小学校にてࢢҏສཬݝլࠤ ౬ଜӫ一ɾ౻ݪ一ɾԼ
1957年 6݄17 ༝文教ਓ࿈ໍ݁成४උҕ員会とのし合いࣗݝլࠤ
1957年 8݄ 1 ԋߨ༝文教ਓ࿈ໍൃ会ࣜɺʮ教育と教育者ʯࣗݝլࠤ ૿ాӫ
1957年 8݄ 3 ԋ会ߨ༝文教ਓ࿈ໍൃ会ࣜɺࣗݝ本۽ ࣍Χɾ૿ాӫ
1957年 8݄ 6 ԋߨ工会ٞ所にてࢢ༗ాݝլࠤ Ԭणҳ
1957年 8݄ 7 ԋ会ߨにて（നੴொ܊現٩ౡ）ଜ܊٩ౡݝլࠤ 
1957年 8݄ 8 ԋ会ߨの公ຽؗにてޢ໊ݝլࠤ ҏ部
1957年11݄22 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚ɻ౬ଜɺ૿ాɺ小ݪと会͏ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾ小ݪ
1957年11݄25 ԋߨͰࢢ本۽ ૿ాӫ
1957年11݄26 ԋߨͰࢢਓ٢ݝ本۽ ૿ాӫɾԣా
1957年12݄10 ѪඤݝদࢢࢁதࢁொͰߨԋ会 ౬ଜӫ一ɾ૿ాӫɾ小

1957年12݄11 Ѫඤݝ大ऱࢢとتଟ܊ࢠொ及びޒ十࡚ொ（現
ԋ会ߨொ）Ͱࢠ܊ଟت ૿ాӫɾ小

1957年12݄12 Ѫඤٱ܊݀ු্ݝສொ（現ٱສ高ݪொ）公ຽؗとѪ
ඤ܊݀ු্ݝ小ాொ（現تଟ܊ࢠொ）Ͱߨԋ会 ૿ాӫɾ࣍Χɾ小

1958年 2݄20 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚
1958年 3݄17 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚
1958年 8݄23 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部にてڮଜमと会ஊ ଜमڮ

1958年 9݄ 7 本部一पݝ本۽公会ಊͰࣗ༝文教ਓ࿈ໍࢢ本۽
年ه೦大会ɺߨԋ

౬ଜӫ一ɾ高ଜࡔŋԂ಄ŋ
ਫ

1958年 9݄ 8 ԋ会ߨͰࢢਓ٢ݝ本۽ ౬ଜӫ一ɾ高ଜࡔɾ୩మ
അŋԣాॏࠨӴ門ŋԂ಄ɾؔ

1958年 9݄ 9 ԋ会ߨೆؔொにて܊໊ۄとࢢࣛࢁݝ本۽ ౬ଜӫ一ŋ高ଜࡔɾ୩మ
അɾԂ಄

1958年10݄12 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍಙౡ本部݁成大会ɺߨԋʮ教師の৺ཧʯ ಙౡ大学（ܡۄࣇ三Χ）ɾ
૿ాӫ

1958年10݄31 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚

1959年 3݄12 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚ɻӜ和ۄ࡛ࢢ会ؗͰಓ
ಙ教育ߨԋ会˞

ࠨϚαɾԣాॏࢁԋ者：小རಘɾதߨ
Ӵ門　࿈ໍؔ者：૿ాӫɾ大ੴٛ༤

1959年 5݄15 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部๚ɻۙ͘のϏΞϗʔϧにて࠙ஊ ૿ాӫɾ౬ଜӫ一
1959年 9݄ 5 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部を๚Ͷる ૿ాӫɾ౬ଜӫ一ɾՏ

表�　ߥढ़അのʰهʱ͔Β֬ೝͰ͖Δࣗ༝จ教ਓ࿈ໍ関の׆ಈ

（ทにଓ࣍͘）
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教
育
父
母
会
議
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
す
る
と

こ
ろ
は
、「
い
ま
の
教
育
は
左
右
両
勢
力
に
よ
っ

て
ゆ
が
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、�

こ
れ
ら
を
排
除
し
、
父
母
、
教
師
、
ま
た
は
一
般

の
〝
教
育
に
関
心
を
持
つ
人
々
〟
の
力
に
よ
り

純
粋
な
立
場
か
ら
教
育
を
発
展
さ
せ
よ
う
」
と
い

う
点
に
あ
っ
た
と
い
う
（
同
前
）。
ま
た
、
東
京

都
父
母
会
議
の
結
成
大
会
で
は
、「
私
た
ち
は
父

母
と
し
て
の
責
任
を
深
く
反
省
し
、
青
少
年
の
日

本
人
と
し
て
の
教
育
に
対
し
て
も
っ
と
強
力
に

親
心
を
働
か
せ
ま
し
ょ
う
」
の
他
、
六
項
目
の

大
会
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
と
い
う
（『
毎
日
新
聞
』

一
九
五
七
年
八
月
二
十
五
日
付
）。

　

荒
木
は
こ
う
し
た
東
京
都
父
母
会
議
を
土
台

と
し
て
、
全
国
的
な
組
織
展
開
が
な
さ
れ
て
い

く
当
初
か
ら
、
そ
の
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
。

既
に
昭
和
三
十
二
年（
一
九
五
七
）十
一
月
に
は
、

学
士
会
館
で
開
催
さ
れ
た
準
備
委
員
会
世
話
人

年݄ ಈ༰׆ 者ԋ者ɾ࿈ໍؔߨҎ֎のߥ
1959年10݄ 3 本部݁成ࣜࡕژ会ؗͰࣗ༝文教ਓ࿈ໍ۽ࢢژ
1959年10݄30 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部 ૿ాӫɾڮଜम
1959年11݄14 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部 ୩మഅɾڮଜम

1959年11݄24 ԋʮ本をΊ͙ߨԋ会ɺߨہ࣌Ͱ文教ਓࢢ本۽
る࢈ڞྗのಈ͖ʯ ૿ాӫɾ高ଜࡔ

1959年11݄25 ԋ会ߨにてࢢਓ٢ݝ本۽ ૿ాӫɾ高ଜࡔɾ୩మഅɾ
Ѩ部ɾؔɾԣా

1959年11݄26 ԋ会ߨにてࢢ໊ۄݝ本۽
1961年 5݄12 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部ࣄہ๚
1961年 7݄19 ࣗ༝文教ਓ࿈ໍ本部ࣄہ๚ ૿ాӫ
1961年 7݄27 ԋߨにてࢢ࡚ٶ ౬ଜӫ一ɾ૿ాӫ
1961年 7݄28 ԋߨにてࢢ࡚ٶ ૿ాӫ
1961年 7݄29 ԋ会ߨ工会ٞ所にてࢢݝ࡚ٶ

1961年 7݄30 ߨ೦大هप年ޒに͓͚るࣗ༝文教ਓ࿈ໍࢢ࡚ٶ
ԋ会にてߨԋ 

౬ଜӫ一ɾԣాॏࠨӴ門ɾ
૿ాӫ

1961年 7݄31 ԋߨにて（ࢢ現）ொ܊ݝॾݝ࡚ٶ ԬԔॿࠨӴ門

1963年 1݄26 よりདྷͨる౬ଜɾҏ部ژϗςϧにて౦ࢢژ
と࠙ஊ˞˞

౬ଜӫ一ɾҏ部一ɾ
ɾத༟࣍

1963年 1݄28 よりདྷͨる౬ଜɾҏ部ژϗςϧにて౦ࢢژ
と࠙ஊ˞˞

౬ଜӫ一ɾҏ部一ɾ
ɾத༟࣍

1963年 2݄11 （ொٱࢢࢁ現）ொٱ܊ఱాژ
౦ޫࣉɺߨԋʮ֎ہ࣌とਓͭ͘りʯ˞˞

˞『ை』第26߸ɺࣗ༝文教ਓ࿈ໍɺ1959年4݄
˞˞『ை』第73߸ɺࣗ༝文教ਓ࿈ໍɺ1963年3݄
注：『ه』Ͱ໊܊໊ݝが省ུ͞Εている合はɺ͜Εをิしͨɻまͨ現在の໊ิしͨ
典拠：『ه』1956年ʙ 1961年
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会
に
参
加
し
て
お
り
、
翌
年
に
開
か
れ
た
結
成
大
会
に
も
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
荒
木
は
表
８
の
よ
う
に
他
県
で
も
こ
の
団
体

の
事
業
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
全
日
本
教
育
父
母
会
議
の
関
西
本
部
の
常
務
理
事
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
京
都
に
お
け
る
こ
の
組
織

の
中
核
と
し
て
活
動
し
て
い
っ
た
（「
荒
木
俊
馬
名
刺
（
全
日
本
教
育
父
母
会
議
関
西
本
部
常
務
理
事
）」）。

自
由
文
教
人
連
盟
も
教
育
父
母
会
議
も
共
に
教
育
を
巡
っ
て
設
立
さ
れ
た
組
織
で
、
そ
れ
ら
に
荒
木
が
深
く
関
わ
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
、
彼
が
戦
後
教
育
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
意
識
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
荒
木
は
こ
の
他
教
育
と
は
直
接
関
わ
ら
な

い
組
織
に
も
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
旧
日
本
軍
に
所
属
し
て
い
た
軍
人
の
全
国
組
織
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
日
本
郷
友
連
盟（
以
下
、

郷
友
連
）
で
あ
る
。

郷
友
連
は
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
結
成
さ
れ
た
日
本
戦
友
団
体
連
合
会
が
翌
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
改
名
し
、

社
団
法
人
と
な
っ
た
組
織
で
あ
っ
た
。
戦
後
日
本
で
は
陸
軍
海
軍
は
解
体
さ
れ
、
戦
前
の
軍
関
係
者
は
占
領
下
、
表
だ
っ
た
行
動
は

取
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
に
よ
っ
て
占
領
が
終
わ
る
と
、日
本
各
地
で
戦
没
兵
士
の
慰
霊
、

遺
族
の
支
援
等
の
活
動
を
行
う
団
体
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
団
体
を
糾
合
し
て

全
国
組
織
と
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
り
、
結
成
さ
れ
た
の
が
日
本
戦
友
団
体
連
合
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
連
合
会
を
法

人
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
連
合
会
で
は
そ
れ
を
構
成
す
る
各
団
体
を
法
人
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
と
連
合
会
自
体

の
法
人
化
も
短
期
間
で
は
で
き
な
い
た
め
、
単
一
団
体
と
し
て
法
人
化
を
行
う
た
め
に
名
称
の
変
更
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

社
団
法
人
化
に
あ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
定
款
に
よ
る
と
、
こ
の
組
織
の
目
的
は
「
内
外
の
情
勢
を
明
ら
か
に
し
、
国
防
思
想
の
普
及

及
び
民
防
衛
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
民
防
衛
の
体
制
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
英
霊
の
顕
彰
及
び
海
外
抑
留
者
の
帰
還
促
進
等
を

行
い
光
栄
あ
る
わ
が
国
の
歴
史
及
び
伝
統
を
継
承
助
長
し
て
祖
国
の
再
建
に
寄
与
す
る
こ
と
」（
社
団
法
人
日
本
郷
友
連
盟
『
日
本

郷
友
連
盟
十
年
史
』
一
九
六
七
年
）
と
さ
れ
て
い
た
。
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全日本教育父母会議福井県支部結成大会（前列中央が荒木俊馬、昭和33年）

年݄ ಈ༰׆
1957年11݄23 શ本教育会ٞ݁成४උҕ員会ੈਓ会
1957年11݄24 શ本教育会ٞ݁成४උҕ員会
1957年12݄ 1 શ本教育会ٞۙـϒϩοΫଧ合会
1958年 1݄18 大ࡕにてશ本教育会ٞੈਓ会
1958年 1݄25ɾ26 大ࡕにてશ本会ٞ
1958年 2݄11 会ٞژࢧ部݁成のଧ合会
1958年 2݄20 શ本教育会ٞ݁成४උҕ員会
1958年 2݄22 教育会ٞؔ本部݁成४උଧ合会
1958年 3݄ 1 教育会ٞ実ߦҕ員会ɺશ本教育会ٞؔ本部݁成大会
1958年 3݄12 Ҫࢢਓݜ会ؗに͓͚る教育会ٞҪࢧݝ部݁成大会にてߨԋ

1958年 3݄15 ɺશ本教育会ٞ४උޙޕҕ員会ɻߦલɺશ本教育会ٞ実ޕ
ҕ員会会ٞ

1958年 3݄16 શ本教育会ٞ݁成大会
1958年 4݄20 σύʔτのϗʔϧにて教育会ٞ࠙ஊ会ాࢁౡࣇࣛ
1958年 6݄10 教育会ٞژ
1958年 6݄21 教育会ٞӡӦにͭいてଧͪ合わͤژ
1958年 7݄22 શ本教育会ٞؔ本部
1958年 8݄25 会ࣄ教育会ٞཧژ
1958年 8݄29 教育会ٞৗཧࣄ会
1958年 9݄16 教育会ٞৗཧࣄ会
1958年10݄ 7 教育会ٞৗཧࣄ会
1958年11݄11 教育会ٞؔ本部主࠵ɺాؠതܴ࠙࢜ஊ会

表8　ߥढ़അのʰهʱ͔Β֬ೝͰ͖Δશຊ教育ձٞ関の׆ಈ

（ทにଓ࣍͘）
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年݄ ಈ༰׆
1958年11݄16 ٚԂੴஈԼのӫத学校Ͱ教育会ٞߨԋ会
1959年 6݄27 બ࠶にࣄ会ɺཧࣄ教育会ٞཧژ
1959年 7݄30 தژ区教育会ٞࢧ部݁成४උ会
1959年10݄ 6 教育会ٞৗཧࣄ会
1959年11݄ 7 教育会ٞژࢧ部ཧࣄ会
1959年11݄11 会ٞ૯会ҕ員会
1959年11݄13 教育会ٞژࠨ区݁成૬ஊ会
1959年11݄21 教育会ٞژ本部第2ճ૯会
1959年12݄13 区教育会ٞ݁成ࣜژࠨ
1960年 1݄23 தژ区教育会ٞ݁成ࣜ
1960年 2݄ 6 教育会ٞژࢧ部ཧࣄ会
1960年 2݄27 ௗऔݝொ公会ಊに͓͚る教育会ٞࢧ܊部݁成ࣜにてߨԋ
1960年 5݄21 教育会ٞ

1960年 6݄23 会ʮ現の教育࢘小学校にて区教育会ٞɾ教ࣨɺ小อࢵ
にͭいてʯ࠲ஊ会ग़੮

1960年 6݄26 ӈژ区会ٞ૯会
1960年 7݄ 2 教育会ٞژ૯会
1960年 7݄16 ԋߨԋ会ߨ部ࢧ区ژന書Ӄにて教育会ٞӈࣉਔ和ࣨޚ
1961年 1݄27 教育会ٞژ
1961年 4݄15 会ࣄ教育会ٞཧژ
1961年 7݄ 7 教育会ٞཧࣄ会
1961年 7݄ 9 教育会ٞ૯会ژ
1961年 7݄15 高দࢢ൸Ӣֳにて߳ݝ教育会ٞ૯会ه೦ߨԋʮઓޙ教育の省ʯ
1961年 7݄21 教育会ٞ૯会ӡӦҕ員会ژ
1961年 8݄ 8 教育会ٞཧࣄ会
1961年 8݄22 教育会ٞ第2ճӡӦҕ員会ژ
1961年 9݄ 3 教育会ٞ第2ճӡӦҕ員会
1962年 3݄ 5 教育会ٞژ
1962年 4݄16 区教育会ٞژࠨ
1962年 4݄21 教育会ٞ૯会ژ
1962年 4݄28 区教育会ٞژࠨ
1962年 5݄ 9 教育会ٞژ
1962年 7݄27 養ಙ区教育会ٞ会員࠙ஊ会
1962年 7݄30 養ಙ区教育会ٞ会員࠙ஊ会
1962年 8݄ 2 養ਖ਼校区教育会ٞのूい
1963年 7݄ 6 教育会ٞ૯会ژ
1963年 8݄30 ७٢をडͤ͞るݪに大ࣄ区教育会ٞཧژࠨ
1963年 9݄ 9 区教育会ٞژࠨ
1963年10݄29 会ࣄ教育会ٞৗཧژ
1963年11݄ 4 区教育会ٞӡӦにͭいて૬ஊژࠨ
1963年11݄11 教育会ٞ会ฏҪࣾबॕլ会ژ
1963年12݄12 会ࣄ教育会ٞৗཧژ
1964年 1݄25 教育会ٞ৽年ԅ会ژ
1964年 5݄ 6 会ٞ
1964年 9݄13 教育会ٞ૯会ژ

典拠：『ه』1957年ʙ 1964年
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こ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
郷
友
連
は
三
八

都
道
府
県
に
支
部
を
置
き
、
登
録
会
員
数

は
二
四
万
五
〇
〇
〇
人
に
達
し
た
と
い
う

（
前
掲『
日
本
郷
友
連
盟
十
年
史
』）。
た
だ
、

そ
の
時
点
で
は
京
都
府
に
は
支
部
が
な
く

結
成
準
備
中
で
あ
っ
た
と
い
い
、
設
立
翌

年
の
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
な
っ

て
よ
う
や
く
京
都
府
支
部
が
結
成
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
荒
木
が
こ
の
郷
友
連
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
明
確
で
は
な

い
が
、『
日
記
』
に
よ
る
と
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
一
月
十
二
日
に
開
か
れ
た
郷

友
連
京
都
府
支
部
結
成
式
に
は
荒
木
も
参

加
し
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
関
わ
り
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
推
察
で

き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
荒

木
が
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
以
来

昵
懇
の
関
係
に
あ
っ
た
岩い
わ

畔く
ろ

豪ひ
で

雄お

が
郷
友

年݄ ಈ༰׆
1958年 1݄12 部݁成ࣜࢧژ༑࿈ڷ
1958年 3݄ 7 ધҪ܊ਸ਼ึொにてڷ༑࿈ࢧ部݁成大会のߨԋ
1958年 5݄ 4 Ԃ部にてڷ༑࿈ࢧ部大会のߨԋ
1958年 9݄27 Լژ区ڷ༑会にてߨԋ
1959年 2݄ 8 ધҪ܊٢ொ఼ాத学校にてڷ༑࿈ધҪࢧ܊部݁成ࣜのߨԋ
1959年 3݄14 ҁ部公会ಊにてڷ༑࿈ҁ部ࢧ部݁成ࣜのߨԋ
1959年 8݄13 ࢢ公会ಊにてڷ༑࿈ߨԋ会ɺߨԋʮι࿈の֎ަʯ
1959年 8݄17 ԋʮ大౦ѥઓ૪のҙٛʯߨ೦ه部݁成ࣜにてࢧࢢ࣏༑࿈Ӊڷ
1960年 1݄ 9 員会ݩ༑࿈ɾ三ּ෮ڷ
1960年 1݄17 七はとཱྀؗにてڷ༑࿈青年部ू会Ͱߨԋ

1960年 6݄ 5 と҆อ߈ྗの࢈ڞԋʮ本にର͢るߨ༑࿈ໍޫಙ分会૯会にてڷژ
体制ʯ

1960年 6݄13 と҆อ体制ʯ߈ྗの࢈ڞԋʮ本にର͢るߨ༑࿈ന分会૯会にてڷ

1960年 6݄18 ୮ؠޙୌொ公会ಊに͓͚るڷ༑࿈ؠୌࢧ部主ߨ࠵ԋ会にてߨԋʮٸةଘの
本ʯ

1961年 6݄21 Ճࢀԋ会にߨ部会װ部ࢧژ༑࿈ڷ
1962年 5݄27 ༑࿈の会ڷژ
1963年 2݄11 本ڷ༑࿈ໍٱࢧ部݁成大会にてه೦ߨԋʮ֎ہ࣌とਓͭ͘りʯ˞
1963年 5݄11 ᐯ֪ఛに͓͚るڷ༑࿈ژࢧ部૯会にࢀՃ

1963年 6݄ 9 ްࢁੜ会ؗに͓͚る३໌ɾ昭和ɾ大ਖ਼学区合ಉڷ༑࿈ࢧ部݁成૯会にग़
੮

1963年 7݄ 8 本ڷ༑࿈本部にٶޙ३ݩ大কを๚Ͷる
1963年11݄ 6 会ܴ大কݩ३ٶޙ࠵༑࿈主ڷ
1964年 1݄12 ԋ会ߨ実ాݯ࠵༑࿈主ڷ
1964年 8݄22 ؔڷ༑࿈ཧࣄ会にग़੮

表9　ߥढ़അのʰهʱ͔Β֬ೝͰ͖Δڷ༑࿈関の׆ಈ

˞『ை』第73߸ɺࣗ༝文教ਓ࿈ໍɺ1963年3݄
注：『ه』Ͱ܊ொ໊が省ུ͞Εている合はɺ͜Εをิしͨ
典拠：『ه』1958年ʙ 1964年
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連
の
常
務
理
事
を
務
め
て
お
り
、
荒
木
が
昭
和
三
十
年
代
に
関
わ
っ
た
雑
誌
『
国
策
』
の
編
集
の
担
い
手
で
あ
っ
た
北
部
邦
雄
が
京

都
で
の
郷
友
連
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
荒
木
の
こ
の
組
織
へ
の
関
与
は
限
定
的
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
表
９
の
よ
う
に
、
荒
木
の
郷
友
連
関
係
の
活
動
が
京
都
府
内
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
端
的
に

示
し
て
い
る
。
自
由
文
教
人
連
盟
の
場
合
、
荒
木
は
西
日
本
で
広
く
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
郷
友
連
の
場
合
は
、
荒
木
は

京
都
府
下
で
し
か
講
演
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
他
に
荒
木
は
い
く
つ
か
の
団
体
の
役
職
に
も
就
い
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
和
気
清
麻
呂
を
祭
神
と
す
る
京
都
の
護
王

神
社
の
奉
賛
団
体
で
あ
る
護
王
会
の
理
事
で
あ
り
（「
護
王
会
理
事
委
嘱
状
」
一
九
五
七
年
十
一
月
三
日
付
）、
同
神
社
か
ら
は
昭
和

三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
「
神
道
宣
布
講
師
」
も
委
嘱
さ
れ
て
い
る
（「
神
道
宣
布
講
師
委
嘱
辞
令
書
」
一
九
六
三
年
四
月
四
日
付
）。

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
活
動
に
関
わ
る
な
か
で
、
荒
木
は
人
脈
を
広
げ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
や
は
り
保
守
系
の

人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
一
時
、
荒
木
が
最
も
数
多
く
行
動
を
共
に
し
た
の
は
自
由
文
教
人
連
盟
の
中

核
と
し
て
動
い
て
い
た
湯
村
栄
一
で
あ
る
。『
日
記
』
で
は
自
由
文
教
人
連
盟
関
係
の
会
合
や
教
育
父
母
会
議
の
会
合
に
、
荒
木
は

か
な
り
の
頻
度
で
湯
村
と
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
湯
村
は
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
荒
木
よ
り

は
六
歳
下
で
あ
っ
た
。
彼
は
日
本
大
学
法
文
学
部
社
会
科
を
卒
業
後
、日
本
大
学
工
業
学
校
の
教
員
と
な
り
、昭
和
六
年（
一
九
三
一
）

に
は
日
本
大
学
専
門
部
工
科
専
任
講
師
へ
就
任
、
同
八
年
（
一
九
三
三
）
の
日
本
大
学
工
学
校
予
科
長
就
任
を
経
て
、
昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）
に
同
大
学
の
専
門
部
工
科
教
授
に
就
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
は
同
大
学
予
科
理
科
教

授
に
な
り
、
工
学
校
教
頭
、
図
書
課
長
、
教
務
課
長
、
同
大
学
工
学
部
教
務
監
を
歴
任
し
た
（「
故
湯
村
栄
一
元
学
長
略
歴
」、『
中

央
商
科
短
期
大
学
論
集
』
第
一
六
号
、
一
九
八
一
年
）。
こ
の
よ
う
に
、
湯
村
は
主
に
工
科
に
身
を
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
専
門
は

社
会
学
で
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は
『
民
族
的
世
界
観
の
研
究
』
と
題
す
る
書
物
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
本
は
、「
民
族

戦
後
の
人
的
関
係
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的
世
界
観
と
し
て
の
日
本
精
神
の
研
究
」
を
行
っ
た
も
の
で
、「
こ
の
問
題
を
、
そ
の
抱
懐
す
る
情
熱
的
民
族
観
か
ら
論
じ
」（
加

田
哲
二
「
湯
村
栄
一
著
『
民
族
的
世
界
観
の
研
究
』」、『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
二
年
八
月
十
二
日
付
）
る
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
。

湯
村
は
こ
の
本
と
満
州
国
建
国
時
に
「
国
策
線
に
沿
う
て
全
国
各
大
学
専
門
学
校
青
年
学
徒
を
糾
合
し
て
生
れ
た
」（『
読
売
新
聞
』

一
九
三
八
年
十
二
月
十
七
日
付
）、学
徒
至
誠
会
に
関
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
教
職
追
放
と
な
り
（『
朝

日
新
聞
』
一
九
四
八
年
三
月
十
七
日
付
、
社
団
法
人
郷
土
教
育
協
会
編
『
日
本
教
育
年
鑑
』
一
九
四
九
年
版
（
日
本
書
籍
株
式
会

社
、
一
九
四
九
年
）、
前
掲
「
故
湯
村
栄
一
元
学
長
略
歴
」）、
大
学
を
辞
め
た
よ
う
で
、
翌
年
二
月
に
日
本
交
通
公
社
と
提
携
し
て
、

日
本
図
書
販
売
株
式
会
社
を
創
立
し
て
そ
の
経
営
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。
湯
村
の
追
放
が
解
除
さ
れ
た
の
は
、
荒
木
よ
り
二
ヵ
月
遅

れ
た
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
十
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
は
荒
木
も
関
わ
っ
た
日
本
産
業
協
力
連
盟
理
事
に

就
任
し
て
お
り
、
ま
た
全
日
本
中
小
企
業
連
盟
副
会
長
の
役
職
に
も
就
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、
湯
村
は
昭
和

三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
自
由
文
教
人
連
盟
の
設
立
に
関
わ
り
、そ
の
常
任
理
事
と
な
る
と
と
も
に
、昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）

に
は
全
国
教
育
父
母
会
議
の
常
任
理
事
に
も
な
っ
て
、
荒
木
ら
と
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
湯
村
は
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
は
学
校
法
人
中
央
学
院
が
東
京
都
中
央
区
に
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に

開
設
し
た
中
央
商
科
短
期
大
学
の
学
長
に
就
任
し
、
以
後
同
学
院
の
中
心
と
な
っ
て
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
は
中
央
学
院
大

学
を
設
立
し
て
そ
の
学
長
も
兼
任
し
、
さ
ら
に
徳
山
大
学
（
現
在
の
周
南
公
立
大
学
）
の
設
立
に
も
関
わ
り
一
時
は
三
つ
の
大
学
の
学

長
を
兼
任
し
た
（
前
掲
「
故
湯
村
栄
一
元
学
長
略
歴
」）。
そ
う
し
た
な
か
で
、
湯
村
は
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
に
は
、
荒
木
に

自
ら
が
主
宰
す
る
中
央
商
科
短
期
大
学
で
の
講
演
を
依
頼
し
（「
湯
村
栄
一
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
五
九
年
十
一
月
十
一
日

付
）、
荒
木
も
そ
れ
を
引
き
受
け
て
同
年
十
一
月
に
「
宇
宙
ス
テ
イ
シ
ョ
ン
と
米
ソ
の
科
学
水
準
」
と
い
う
内
容
の
講
演
を
行
っ
て
い

る
（『
日
記
』
一
九
五
九
年
十
一
月
十
六
日
条
）。
こ
う
し
た
湯
村
と
荒
木
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
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昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
五
月
一
日
に
「
火
曜
会
」
な
る
会
合
で
同
席
し
て
い
る
の
で
（『
日
記
』）、
そ
の
時
期
に
は
少
な
く
と

も
面
識
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
二
人
は
た
び
た
び
行
動
を
共
に
す
る
が
、
そ
の
交
流
は
本
学
設
立
後
も
続
い
て
い
た
よ

う
な
の
で
（「
湯
村
栄
一
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
葉
書
」
一
九
七
二
年
十
月
二
十
五
日
付
）、
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
い
た
。

こ
の
湯
村
の
他
、
荒
木
が
自
由
文
教
人
連
盟
等
の
活
動
を
通
し
て
交
流
し
て
い
た
人
物
に
伊
部
政
一
が
い
る
。
伊
部
は
明
治
四
十
一

年
（
一
九
〇
八
）
生
ま
れ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
荒
木
か
ら
ほ
ぼ
一
回
り
下
の
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
東

京
外
国
語
学
校
露
語
科
を
卒
業
し
た
後
、
す
ぐ
に
ソ
連
に
留
学
し
て
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
で
経
済
学
を
学
ん
だ
と
い
う
。
同
校
卒
業

後
は
一
時
駐
ソ
連
日
本
大
使
館
に
勤
務
し
、
そ
の
後
外
務
省
に
入
っ
て
調
査
官
を
務
め
る
が
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
退
官
し

て
拓
殖
大
学
教
授
に
転
じ
た
。
こ
こ
か
ら
研
究
者
と
し
て
の
生
活
を
始
め
た
よ
う
で
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
は
拓
殖
大
学

を
退
職
し
て
日
本
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
の
教
授
と
な
り
、昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）に
は
東
京
経
済
大
学
に
移
っ
た
。
し
か
し
、

伊
部
は
東
京
経
済
大
学
に
は
二
年
し
か
在
籍
せ
ず
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
は
亜
細
亜
大
学
教
授
と
な
る
な
ど
転
々
と
籍
を

移
し
て
い
る
（
伊
部
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、「
伊
部
政
一
履
歴
書
」、
国
立
公
文
書
館
蔵
「
京
都
産
業
大
学
設
置
認
可
申
請
書
」
所
収
を

参
照
）。
そ
の
専
門
は
、ソ
連
経
済
や
計
画
経
済
で
、戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
こ
の
分
野
で
多
数
の
研
究
書
や
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
の
伊
部
と
荒
木
が
ど
の
よ
う
に
知
り
合
っ
た
の
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
荒
木
か
ら
歓
待
を
受

け
、
ま
た
雑
誌
『
国
策
』
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
す
る
伊
部
の
礼
状
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
（「
伊
部
政
一
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て

書
状
」
一
九
五
五
年
十
月
二
十
日
付
）、
そ
の
頃
に
は
つ
な
が
り
が
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
こ
の
二
人
は
自
由
文
教
人
連

盟
等
を
通
じ
て
交
流
し
て
い
く
が
、特
に
荒
木
が
大
学
設
立
計
画
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
時
に
は
、二
人
の
交
流
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

荒
木
の
周
り
に
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
義
弟
に
経
済
学
者
が
い
た
も
の
の
、
後
述
の
作
田
荘
一
と
伊
部
の
他
、
経
済
学
関
係
の
知
友
は

さ
ほ
ど
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
伊
部
は
そ
の
面
で
の
ブ
レ
ー
ン
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
た
直
接
的
な
活
動
を
通
じ
た
交
流
以
外
に
も
、
荒
木
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
一
人
が
元
京
都
帝

国
大
学
経
済
学
部
教
授
で
満
州
の
建
国
大
学
副
総
長
も
務
め
た
作
田
荘
一
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
学
者
で
皇
国
史
観
の
主
導
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
平
泉
澄
や
か
つ
て
の
陸
軍
少
将
で
あ
っ
た
岩
畔
豪
雄
も
そ
う
し
た
な
か
の
一
人
で
あ
る
。

作
田
荘
一
は
、
山
口
県
の
出
身
で
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
し
た
経
済
学
者
で
あ
る
。
彼
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）

に
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
部
助
教
授
に
な
り
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
は
教
授
に
昇
進
し
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
は

建
国
大
学
創
設
委
員
に
任
命
さ
れ
て
そ
の
設
立
に
関
わ
っ
た
。
京
都
帝
国
大
学
を
定
年
退
職
後
、作
田
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）

に
建
国
大
学
副
総
長
に
就
任
し
、
実
質
的
に
同
大
学
を
切
り
盛
り
し
た
が
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）、
学
生
が
反
満
抗
日
活
動

を
行
っ
て
検
挙
さ
れ
た
責
任
を
と
っ
て
辞
職
し
、
日
本
に
帰
国
し
た
。
帰
国
後
は
言
論
報
国
会
に
参
加
し
て
活
動
を
行
う
が
、
ど
う

や
ら
こ
の
時
に
同
じ
く
同
会
に
加
わ
っ
て
い
た
荒
木
と
知
り
合
っ
た
よ
う
で
（『
日
記
』
で
は
、

一
九
四
三
年
七
月
二
十
日
条
の
言
論
報
国
会
京
都
支
部
発
会
式
の
後
の
「
丹
栄
の
会
」
に
作

田
も
出
席
と
初
め
て
名
が
挙
が
っ
て
い
る
）、そ
の
後
、既
述
の
よ
う
に
戦
時
中
に
行
っ
た
「
関

西
一
一
学
者
の
共
同
宣
言
」
に
共
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

　

作
田
は
多
数
の
著
作
を
著
し
て
い
る
が
、
彼
の
経
済
学
は
か
な
り
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た

と
い
い
、「「
む
す
び
」
の
道
」
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
経
済
観
の
特
色

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
杉
原
四
郎
他
「
続
柴
田
敬
研
究
文
献
目
録
」、『
青
山
国
際
政

経
論
集
』
第
七
八
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

戦
後
、
公
職
追
放
と
な
っ
た
作
田
は
山
口
に
帰
り
、
後
に
関
西
に
戻
っ
て
滋
賀
大
学
や
龍

谷
大
学
で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、『
道
の
言
葉
』
と
い
う
大
著
を
執
筆
し
て
い
る
。
荒
木
は
こ

作田荘一
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う
し
た
作
田
と
は
、
夜
久
野
に
移
っ
た
後
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
か
ら
交
信
を
再
開
し
（「
作
田
荘
一
よ
り
荒
木
俊
馬
あ

て
書
状
」
一
九
四
六
年
四
月
十
二
日
付
）、
そ
の
後
も
作
田
が
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
に
九
五
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
交
流
を

続
け
た
（
作
田
に
つ
い
て
は
、多
田
顕
「
作
田
荘
一
の
経
済
理
論
研
究
（
序
説
）
―
そ
の
生
涯
及
び
著
書
『
自
然
経
済
と
意
志
経
済
』

第
一
章
に
つ
い
て
―
」、『
経
済
論
集
』
第
三
四
号
、
一
九
八
二
年
、
前
掲
「
続
柴
田
敬
研
究
文
献
目
録
」
を
参
照
）。

平
泉
は
、
東
京
帝
国
大
学
卒
業
後
大
学
院
で
研
究
を
続
け
、
講
師
・
助
教
授
・
教
授
と
な
っ
た
人
物
で
、
日
本
中
世
史
の
専
門
家

と
し
て
研
究
業
績
を
積
ん
だ
が
、
し
だ
い
に
国
粋
主
義
的
な
議
論
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
学
生
や
少
壮
軍
人
に
影
響
力
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
、敗
戦
と
と
も
に
東
京
帝
国
大
学
を
辞
任
し
て
、故
郷
の
福
井
県
大
野
郡
平
泉
寺
村
（
現

勝
山
市
）
に
帰
り
同
地
の
白
山
神
社
の
宮
司
と
な
っ
た
。
彼
も
ま
た
公
職
追
放
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
や
が
て
追
放
解
除
と
な
る
と

再
び
そ
の
主
義
の
宣せ
ん

撫ぶ

の
た
め
の
言
論
活
動
を
展
開
し
た
（
平
泉
澄
に
つ
い
て
は
、
若
井
敏
明
『
平
泉
澄
―
み
国
の
た
め
に
我
つ
く

さ
な
む
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
）。

今
の
と
こ
ろ
、
荒
木
と
平
泉
と
の
交
流
が
分
か
る
の
は
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
秋
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
平
泉
が
荒
木�

に
送
っ
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
が
（「
平
泉
澄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
五
一
年
十
月
二
十
七
日
付
）、
そ
れ
に
よ
る
と
ど

う
や
ら
荒
木
が
平
泉
の
下
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
へ
の
礼
状
と
し
て
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
て
い
る
。
荒
木
が
何
故

平
泉
を
訪
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
手
紙
の
な
か
で
平
泉
が
荒
木
の
「
御
先
祖
が
菊
池
勤
王
の
士
な
る
事
」
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
関
係
か
も
し
れ
な
い
。
平
泉
は
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
『
菊
池
勤
王
史
』
と
い
う
書
物
を
著

し
、
菊
池
氏
一
統
を
顕
彰
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
密
接
に
続
い
た
よ
う
で
、
荒
木
は
平
泉
が
昭
和

二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
創
刊
し
た
『
桃
李
』
と
い
う
雑
誌
に
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
三
本
（
表
６
を
参
照
）、
昭
和

三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
は
「
近
代
自
然
科
学
の
黎
明
」
と
い
う
論
考
を
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
る
（「
近
代
自
然
科
学
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の
黎
明
」
一
～
六
、『
桃
李
』
第
六
巻
第
六
・
七
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
二
号
）。
さ
ら
に
、
荒
木

は
平
泉
が
重
視
し
た
山
崎
闇
斎
を
祭
る
崎
門
祭
（
平
泉
に
お
け
る
山
崎
闇
斎
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
、
植
村
和
秀
「
歴
史
神
学
者
平
泉
澄
」（
二
・
完
）、『
産
大
法
学
』
第
三
八
巻
第

一
号
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
）
に
も
参
加
し
て
お
り
（「
平
泉
澄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」

一
九
六
一
年
十
二
月
五
日
付
）、
交
流
は
長
く
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

岩
畔
豪
雄
は
、
荒
木
と
同
年
の
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
生
ま
れ
た
。
岩
畔
は
大
正

七
年
（
一
九
一
八
）
に
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
後
任
官
し
、
関
東
軍
参
謀
や
陸
軍
省
軍
務
局

軍
事
課
長
な
ど
を
経
て
、
太
平
洋
戦
争
直
前
の
日
米
交
渉
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
戦
時
中
は

近
衛
歩
兵
第
五
連
隊
長
と
し
て
マ
レ
ー
作
戦
に
従
事
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
岩
畔
機
関
を
つ
く
っ

て
イ
ン
ド
独
立
工
作
を
行
っ
た
。
敗
戦
後
は
、
岩
畔
も
公
職
追
放
と
な
り
、
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）
ま
で
は
一
切
公
職
に
は
就
か
な
か
っ
た
（
岩
畔
に
つ
い
て
は
、
橋
本
惠
『
謀
略
―
か
く
し
て
日
米
は
戦
争
に
突
入
し
た

―
』
早
稲
田
出
版
、一
九
九
九
年
、川
合
全
弘
「
一
軍
人
の
戦
後
―
岩
畔
豪
雄
と
京
都
産
業
大
学
―
」（
上
）（
中
）（
下
）、『
産
大
法
学
』

第
五
〇
巻
第
一
・
二�

号
、
同
前
第
五
一
巻
第
一
号
、
同
前
第
五
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
七
～
二
〇
一
九
年
を
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
な
履
歴
を
も
つ
岩
畔
と
荒
木
が
出
会
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
年
代
半
ば
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
、
岩
畔
と
語
っ
た
荒

木
はň

祖
国
日
本
の
前
途
を
憂
え
、
虚
脱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
日
本
民
族
を
、
い
か
に
し
て
立
直
ら
せ
る
か
に
就
て
意
気
投
合ŉ

し
た

と
書
い
て
い
る
（
荒
木
俊
馬
「
弔
詞
」、
岩
畔
伸
夫
編
『
追
想
記
』
一
九
七
〇
年
）。
そ
の
後
、
荒
木
が
岩
畔
と
直
接
関
係
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
岩
畔
の
案
内
で
荒
木
が
電
子
計
算
機
の
ユ
ニ
バ
ッ
ク
を
見
学
し
た
こ
と
を
含
め※

、
二
度�

会
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
（『
日
記
』
一
九
五
七
年
一
月
二
十
八
日
・
三
月
十
二

京都産業大学開学式で挨拶を述べる岩畔豪雄
（昭和40年）
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日
条
）。
し
か
し
、
翌
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
八
月
に
、
レ
ミ
ン
ト
ン
・
ユ
ニ
バ
ッ
ク
社
へ
伺
い
を
立
て
電
子
計
算
機
の
要
目

な
ど
を
送
付
し
た
こ
と
を
巡
っ
て
、
岩
畔
か
ら
荒
木
に
出
さ
れ
た
手
紙
で
は
、
か
な
り
親
し
げ
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
お
り
（「
岩
畔

豪
雄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
五
八
年
八
月
十
八
日
付
、
同
年
八
月
二
十
二
日
付
）、
既
に
こ
の
頃
に
は
相
当
昵
懇
な
付
き
合

い
を
し
て
い
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
し
か
も
、
既
述
の
よ
う
に
荒
木
は
岩
畔
が
常
任
理
事
で
あ
っ
た
郷
友
連
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、

ま
た
、
両
者
と
も
日
本
国
策
研
究
会
に
関
係
し
、
同
会
が
発
行
し
て
い
た
『
国
策
』
に
共
に
昭
和
三
十
年
代
に
多
数
の
論
考
を
発
表
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
そ
の
関
係
は
確
認
で
き
る
。
こ
の
日
本
国
策
研
究
会
は
、
京
都
で
日
本
主
義
を
掲
げ
て
戦
前
期
に
活
動
し
た
洛

北
青
年
同
盟
及
び
一
心
塾
を
主
宰
し
た
中
川
裕ひ
ろ
し

（
中
川
の
履
歴
に
つ
い
て
は
堀
幸
雄
『
最
新　

右
翼
辞
典
』（
柏
書
房
、二
〇
〇
六
年
）、

中
川
の
活
動
の
一
端
に
つ
い
て
は
『
同
志
社
百
年
史
』
通
史
編
一
・
通
史
編
二
（
学
校
法
人
同
志
社
、
一
九
七
九
年
）
を
参
照
）
と
岩

畔
の
盟
友
で
あ
っ
た
北
部
邦
雄
及
び
元
京
都
府
警
察
部
長
で
あ
っ
た
杭く
い

迫せ
こ

軍
二
が
中
心
と
な
っ
て
つ
く
っ
た
団
体
で
、「
世
界
情
勢
を

冷
厳
に
検
討
判
別
し
て
日
本
の
立
場
を
的
確
に
把
握
す
る
と
共
に
、
政
党
政
派
を
超
越
し
、
小
児
病
的
主
義
主
張
に
拘
泥
せ
ず
、
飽
く

迄
民
族
の
永
久
繁
栄
と
国
民
の
最
大
幸
福
の
た
め
に
、
凡
ゆ
る
階
層
分
野
か
ら
有
能
な
る
人
材
を
結
集
し
て
国
家
の
最
高
国
策
を
審
議

立
案
す
る
事
」
を
掲
げ
て
い
た
（『
国
策
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
五
五
年
）。
岩
畔
は
こ
の
会
で
は
防
衛
委
員
会
の
講
師
と
し
て
名
が

挙
が
っ
て
お
り
、荒
木
も
教
育
委
員
会
の
講
師
と
な
っ
て
い
た
。
後
に
、こ
の
二
人
は
同
会
の
運
営
委
員
に
も
な
っ
て
い
っ
た
（『
国
策
』

第
四
巻
第
一
号
、
一
九
五
七
年
）。
ち
な
み
に
先
に
触
れ
た
作
田
荘
一
も
経
済
委
員
会
の
講
師
と
な
っ
て
い
る
（『
国
策
』
第
二
巻
第
二

号
、
一
九
五
五
年
）。
ま
た
、
岩
畔
は
『
国
策
』
に
一
四
編
の
論
考
を
上
梓
し
て
お
り
（
前
掲
「
一
軍
人
の
戦
後
―
岩
畔
豪
雄
と
京
都

産
業
大
学
―
」（
中
））、
荒
木
も
表
��
の
よ
う
に
一
九
編
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
杭
迫
軍
二
に
よ
る
と
、
荒
木
の
日
本
国
策
研
究
会
で
の
役
割
は
、「
お
お
む
ね
対
話
や
討
論
、
そ
れ
も
主
と
し
て
日
教
組
の

偏
向
と
、同
志
と
も
ど
も
に
舌
戦
を
交
え
る
こ
と
、大
衆
の
集
会
に「
国
策
」の
一
員
と
し
て
時
局
を
論
ず
る
こ
と
で
あ
り
、雑
誌「
国
策
」
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を
通
ず
る
憂
国
の
論
説
を
上
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（
杭
迫
軍
二
『
続
々
人
生
風
土
記
―
異
色
の
リ
ー
ダ
ー
―
』
一
九
八
六
年
）。

※�
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
見
学
の
前
に
荒
木
は
自
由
文
教
人
連
盟
本
部
で
岩
畔
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
場
で
、
岩
畔
を
同
連
盟
の
理
事
長
で
あ
っ

た
増
田
栄
と
湯
村
栄
一
に
引
き
合
わ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
五
七
年
一
月
二
十
八
日
条
）。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
岩
畔
が
そ
れ
ま
で
は
こ
の
運
動

と
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
他
に
も
荒
木
は
昭
和
三
十
年
代
か
ら
旧
軍
人
と
の
付
き
合
い
を
広
げ
て
い
る
。
元
陸
軍
大
将
で
参
謀
次
長
を
務

め
た
後う
し

宮ろ
く

淳じ
ゅ
ん

や
同
じ
く
元
陸
軍
大
将
で
陸
軍
大
臣
や
文
部
大
臣
も
務
め
た
荒
木
貞
夫
、元
海
軍
大
佐
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
転
戦
し
、

航
空
参
謀
と
し
て
真
珠
湾
攻
撃
の
作
戦
を
立
案
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
源
田
実
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
北
部
邦
雄
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
北
部
は
、
陸
軍
士
官
学
校
で
岩
畔
と
同
期
で
あ
り
、
戦
時
中
に
は
岩
畔
機
関
に
属
し
て
活
動
し
、
敗
戦
後
陸
軍
大
佐

で
退
役
し
て
い
る
（
前
掲
「
一
軍
人
の
戦
後
―
岩
畔
豪
雄
と
京
都
産
業
大
学
―
」（
上
））。
荒
木
は
北
部
の
こ
と
を
「
無
二
の
芳
友
」

と
呼
び
、
ま
た
、「
明
治
初
期
の
軍
人
だ
っ
た
ら
恐
ら
く
陸
軍
大
将
は
間
違
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
豪
傑
で
而
も
無
欲
恬
淡
、
私
の

理
想
的
軍
人
と
し
て
肝
胆
相
照
ら
す
所
が
あ
っ
た
」（『
日
記
』、
一
九
六
三
年
〔
京
都
産
業
大
学
創
立
メ
モ
―
そ
の
一
〕
一
九
七
四

年
六
月
八
日
記
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
北
部
と
は
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
荒
木
と
後
宮
は
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
（「
後
宮
淳
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
六
〇

年
五
月
二
十
五
日
付
）、
後
宮
が
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
郷
友
連
の
会
長
に
就
任
し
て
以
降
、
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
る
（
前
掲
『
日
本
郷
友
連
盟
十
年
史
』、『
日
記
』
一
九
六
三
年
六
～
十
二
月
条
）。
荒
木
貞
夫
と
荒
木
俊
馬
の
関
係

も
昭
和
三
十
年
代
初
頭
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
ど
う
や
ら
護
王
神
社
の
役
職
に
就
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
荒
木
貞
夫
は
戦
前
陸
軍
の
皇
道
派
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
そ
の
行
動
か
ら
戦
後
は
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
終
身
刑
を
受
け
、
巣

鴨
刑
務
所
で
服
役
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
仮
釈
放
の
う
え
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
四
月
七
日
に
同
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日
の
服
役
時
点
ま
で
の
減
刑
を
受
け
刑
期
満
了
と
な
り
（
日
暮
吉
延
『
東
京
裁
判
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
こ
れ
以
後
、
講
演

な
ど
の
活
動
を
始
め
た
（
前
掲
『
二
〇
世
紀
日
本
人
名
事
典
』）。
そ
の
一
環
で
あ
ろ
う
、
彼
は
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
四
月

三
日
に
は
護
王
神
社
で
講
演
会
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
講
演
会
に
荒
木
俊
馬
も
参
加
し
て
お
り
、
し
か
も
、
翌
日
は
護
王
神
社
の

春
の
大
祭
が
あ
り
、そ
れ
に
も
こ
の
二
人
は
参
列
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、こ
こ
で
出
会
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（『
日
記
』）。

源
田
実
と
荒
木
の
そ
も
そ
も
の
出
会
い
が
い
つ
な
の
か
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）

十
二
月
に
荒
木
が
源
田
に
現
代
天
文
学
事
典
を
贈
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
礼
状
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
に
は
な
ん
ら
か
の
音

信
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（「
池
田
浩
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
五
九
年
十
二
月
十
日
付
。
な
お
、
本
状
は
源
田
の
代

理
と
し
て
幕
僚
長
副
官
の
池
田
が
荒
木
へ
あ
て
た
礼
状
で
あ
る
）。
源
田
は
戦
後
民
間
企
業
の
経
営
に
携
わ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
九

年
（
一
九
五
四
）
に
空
将
補
と
し
て
自
衛
隊
に
入
り
、
航
空
幕
僚
監
部
装
備
部
長
、
航
空
総

隊
司
令
等
を
歴
任
し
て
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
七
月
に
航
空
幕
僚
長
に
就
任
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
荒
木
が
事
典
を
送
っ
た
の
は
源
田
が
幕
僚
長
に
な
っ
た
直
後
の
時
期
で
あ
っ

た
。
源
田
は
航
空
幕
僚
長
を
三
年
弱
務
め
た
後
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
四
月
に
退

官
し
て
、
同
年
七
月
に
行
わ
れ
た
参
議
院
選
挙
で
全
国
区
に
立
候
補
し
当
選
し
た
。
こ
の
選

挙
の
時
、
荒
木
は
、
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
源
田
実
関
西
選
挙
対
策
委
員
長
と
な
っ
て
、
そ
の
応

援
活
動
を
展
開
し
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
二
年
六
月
条
。
た
だ
、
残
さ
れ
て
い
る
名
刺

は
「
源
田
実
後
援
会
京
都
支
部
会
長
」
と
な
っ
て
い
る
（「
荒
木
俊
馬
名
刺
（
源
田
実
後
援

会
京
都
支
部
会
長
）」））。
な
お
、
源
田
は
、
そ
の
後
四
回
参
議
院
選
挙
に
当
選
し
、
自
民
党

の
国
防
部
会
長
や
両
院
議
員
総
会
長
を
務
め
て
、
政
界
で
保
守
派
と
し
て
か
な
り
の
存
在
感

京都産業大学開学式で挨拶を述べる荒木貞夫
（昭和40年）
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を
示
し
た
（
源
田
に
つ
い
て
は
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
九
年
七
月
十
七
日
付
、『
読
売
新
聞
』

一
九
八
九
年
八
月
十
五
日
付
、
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史　

貴
族
院
・
参
議

院
議
員
名
鑑
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
）。

戦
後
社
会
に
つ

い
て
の
考
え

こ
の
よ
う
に
荒
木
俊
馬
は
戦
後
保
守
系
の
人
達
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

を
広
げ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
戦
後
の
日
本
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て

強
い
問
題
意
識
と
危
機
感
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
既
に
戦
時
期
か
ら
荒
木
は
国
粋

主
義
的
意
識
を
強
く
も
ち
、
そ
れ
を
鼓
吹
す
る
言
論
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
戦
後
も
そ
の

意
識
を
維
持
し
つ
つ
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
社
会
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ

の
意
識
を
さ
ら
に
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
荒
木
の
考
え
方
は
、
表
��
に
掲
げ
た

荒
木
の
戦
後
の
諸
著
作
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
荒
木
が
繰
り

返
し
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
「
進
歩
的
知
識
人
」
や
言
論
界
の
動
き
で
あ
っ
た
。

　

荒
木
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
戦
後
の
変
革
は
ア
メ
リ
カ
が
「
日
本
弱
体
化
政
策
に
基
づ
き
、
一
方
的
弾
圧
に
よ
っ
て
、
断
行
し
た

結
果
」（「
戦
後
十
三
年
―
第
一
次
世
界
大
戦
後
十
三
年
の
ド
イ
ツ
の
想
い
出
と
教
訓
―
」、『
国
策
』
第
五
巻
第
五
号
、
一
九
五
八

年
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
政
策
を
実
行
し
た
当
初
は
、「
少
な
く
と
も
日
本
を
祖
国
と
意
識
す

る
国
民
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
米
国
占
領
軍
の
強
制
に
よ
る
変
革
を
心
よ
く
受
け
容
れ
た
も
の
は
、
上
は
閣
僚
を
始
め
一
般
爲
政

者
よ
り
、
下
は
一
般
庶
民
に
至
る
ま
で
、
恐
ら
く
一
人
も
居
な
か
っ
た
」（
同
前
）
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
占
領
軍
の
宣
伝
と

宣
撫
と
、ň

敗
戦
の
高
電
圧
的
精
神
衝
撃
の
結
果
と
し
てŉ

、
い
つ
の
ま
に
か
こ
の
改
革
が
「
日
本
国
民
が
自
主
的
に
自
ら
進
ん
で

断
行
し
た
最
も
進
歩
的
な
日
本
の
革
新
で
あ
っ
た
か
の
」（
同
前
）
よ
う
に
思
い
込
む
人
が
増
え
た
と
荒
木
は
考
え
て
い
る
。
そ

開学10周年記念式典の祝宴における源田実
（中央、昭和50年）
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表1�　ߥढ़അのژޙؐؼ大学設·ͰのઐྖҬ֎のஶ࡞（ॳ൛ɾॳग़のΈ）

典拠：学校๏ਓژ࢈業大学ฤ『ߥढ़അࢿྉ　֓؍』（ژ࢈業大学ɺ2008年）ɺߥढ़അ『ᙝ
ྉより作成࢙所ଂࣨࢊฤ࢙業大学大学࢈ژɺ（༤߽ɺ1979年ߥ）『Ҩचࢁ

λΠτϧ ɾ書ࢽࡌܝ 年݄ߦൃ
ʮߚΏるʯ 『三高ಉ૭会報』昭和30年1݄ 1955年 1݄
ʮઢؒ࣌ஊٛʯ 『大୩大学࣌報』12 1955年 6݄
ʮわがɺΞϝϦΧに߱෬ͤ͟るのهʯ 『৽』1（2） 1955年 8݄
ʮఱ݈ߦʯ 『ਓとਓ』昭和30年11݄ 1955年11݄
ʮഊઓ十年ʯ 『国ࡦ』（2）2 1955年11݄
ʮ公ࣜʯ 『国ࡦ』（3）2 1955年12݄
ʮلߖ二六一七年ʯ 『国ࡦ』（1）3 1956年 1݄
ʮέɾηϥɾηϥʯ 『国ࡦ』（2）3 1956年 2݄
ʮೆۃ୳ݕとྖݖʯ 『国ࡦ』（3）3 1956年 4݄
ʮനઢ࿘ਓʯ 『国ࡦ』（4）3 1956年 5݄
ʮʮٯίʔεʯとʮ立しʯʯ 『国ࡦ』（5）3 1956年 6݄
ʮ『ਓؒ』とい;ݴ༿ʯ 『ਓとਓ』昭和31年7݄ 1956年 7݄
ʮ国ࡍ؍ٿଌ年とೆۃ୳ݕ―ྖݖの―ʯ『ฏ҆』23（8） 1956年 8݄
ʮιަবײࡶʯ 『国ࡦ』（8）3 1956年 9݄
ʮ۪と文ऑʯ 『国ࡦ』（9）3 1956年10݄

ʮਓؒの྆໘ʯ 大୩大学࣌報ࣾฤ『文Խと౷』
2ɺ大୩大学࣌報ࣾ 1956年10݄

ʮιަবଥ݁と本国ຽの֮ޛʯ 『国ࡦ』（10）3 1956年11݄
ʮ現ਓのੜ׆ʯ 『ᚸफ』639 1957年 1݄
ʮࣗӴୂのʯ 『国ࡦ』（3）4 1957年 3݄
ʮ二ͭの֎ަઅʯ 『国ࡦ』（5）4 1957年 5݄
ʮʮઓޙʯをղফͤよʯ 『国ࡦ』（6）4 1957年 6݄
ʮྗߟࢥのࣦʯ 『国ࡦ』（9）4 1957年 9݄
ʮ和とԸʯ 『ᚸफ』650 1958年 1݄
ʮ教育ޠと教師のྙཧྖߝʯ 『国ࡦ』（1）5 1958年 1݄
ʮਓ工ӴとӉ࣌ʯ 『国ࡦ』（2）5 1958年 2݄
ʮݩلઅ෮׆ஊٛʯ 『本』8（2） 1958年 2݄

ʮݩلઅとل年ʯ 本文Խڀݚ会ฤ『ਆఱݩلߖ
立Ֆ書『―ํݟઅのਖ਼しいݩل― 1958年 3݄

ʮઓޙ十三年―第一ੈ࣍ք大ઓޙ十三年の
υΠπのいग़と教܇―ʯ 『国ࡦ』（5）5 1958年 5݄

ʮऺӃ૯બڍの͋とをか͑りΈてʯ 『国ࡦ』（6）5 1958年 6݄
ʮۚ৯と種ࢠϲౡʯ 『大୩大学࣌報』21 1958年 6݄
ʮ教師Έなを͞してるʯ 『会ٞ』10 1958年 7݄
ʮ҉ࣔ現とײԠਫ਼ਆපʯ 『国ࡦ』（12）5 1958年12݄
ʮॺ໊ӡಈʯ 『本ஊٛ』181 1959年 1݄
ʮ現本ਓ࣭ؾʯ 『ை』26 1959年 4݄
ʮಛݖҙࣝ༐ᩀʯ 『国ຽӡಈ』24 1959年 6݄
ʮՏ্ࡈの͜とʯ 『本』9（10） 1959年10݄
ʮਐาతͰない学者のߟる͜とʯ 『本ஊٛ』202 1960年 3݄
ʮฌのرʯ 『ଟ࢜』89 1961年 3݄
ʮਓͭ͘り私ݟʯ 『ை』73 1963年 3݄
ʮ本ਫ਼ਆとਆʯ 『ྲྀΕ』11（5） 1963年 5݄
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う
し
た
状
況
が
促
進
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
い
わ
ゆ
る
『
進
歩
的
』
な
学
者
、
評
論

家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
（
中
略
）
事
大
根
性
、
迎
合
心
理
、
附
和
雷
同
性
が
マ
ス
・

コ
ミ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
っ
て
」（
同
前
）
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し

か
も
そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
進
歩
的
知
識
人
」
は
、
共
産
主
義
や
社
会
主
義
的
な
考

え
に
共
感
し
て
お
り
、
占
領
が
終
わ
っ
た
後
に
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
改

革
」
を
見
直
す
べ
き
な
の
に
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
と
荒
木
は
言
っ
て
い
る
。
彼
に

言
わ
せ
れ
ば
、
日
本
が
物
質
的
生
活
に
お
い
て
驚
異
的
復
興
を
成
し
遂
げ
、
心
に
余

裕
を
も
っ
て
く
る
と
、「
民
族
意
識
に
目
覚
め
、
精
神
的
に
自
主
独
立
性
を
求
め
る
衝

動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
は
、
民
族
的
本
能
」
で
あ
り
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
大

変
革
に
対
し
て
、「
日
本
国
民
が
反
省
し
、
批
判
し
、
再
検
討
し
て
、
そ
の
改
め
る
べ

き
を
改
め
ん
と
意
欲
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
、
再
改
革
の
主
点
が
日
本
民
族
の
祖
国
意
識
の
覚
醒
、
精
神
的

自
主
独
立
の
奪
回
に
あ
る
べ
き
こ
と
も
、
ま
た
当
然
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
に
、「
今
日
の
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
な
知
識
人
、
文

化
人
」
が
「
占
領
軍
の
意
図
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
新
体
制
を
ば
無
条
件
に
頑
固
に
墨
守
せ
ん
と
」
し
て
、
そ
れ
を

「『
逆
コ
ー
ス
』
と
か
『
反
動
』
な
ど
と
称
し
て
、
こ
と
ご
と
に
反
対
す
る
」（
同
前
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
荒
木
に
言

わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
が
戦
後
の
民
主
化
を
最
良
の
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
人
達
の
行
動
に

は
矛
盾
が
あ
る
と
荒
木
は
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
や
っ
て
占
領
軍
が
行
っ
た
こ
と
を
「
民
主
主
義
政
治
の
模
範
の
如
く

謳
歌
し
、
日
本
を
ば
民
主
主
義
に
解
放
し
た
救
世
主
と
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
尊
崇
し
」（「
敗
戦
十
年
」、『
国
策
』
第
二
巻
第
二

号
、
一
九
五
五
年
）
な
が
ら
、
そ
の
言
論
界
が
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、「
独
立
国
と
な
っ
た
途
端
に
、
忽
ち
掌
を
翻
へ
す
如
く
反
米

「戦後十三年―第一次世界大戦後十三年のドイツの
想い出と教訓―」『国策』第5巻第5号(昭和33年)
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主
義
に
豹
変
し
」
て
、「
今
度
は
米
国
を
ば
第
三
次
世
界
大
戦
の
計
画
者
と
し
て
攻
撃
す
る
」（
同
前
）
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。�

こ
の
よ
う
な
「
進
歩
的
知
識
人
」
の
言
説
や
行
動
に
対
す
る
批
判
を
荒
木
は
文
章
と
し
て
多
数
発
表
し
た
だ
け
で
な
く
、
前
述�

し
た
講
演
会
で
も
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
た※

（
第
二
章
第
二
節
「
京
都
へ
の
帰
還
と
活
動
領
域
の
拡
大
」
を
参
照
）。

�

※
講
演
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
実
際
の
記
録
は
ほ
ぼ
な
い
が
、
荒
木
が
残
し
た
講
演
原
稿
下
書
き
を
見
る
限
り
、
同
じ
様
な
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
考
え�

　

ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
進
歩
的
知
識
人
」
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
、
荒
木
は
戦
後
の
日
本
人
の
考
え
方
や
行
動
に
危
惧
の
念
を
強
く
抱
い

て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
な
か
に
「
た
だ
、
そ
の
日
そ
の
日
を
、
ど
う
に
か
面
白
く
、
お
か
し
く
暮
し
て
ゆ
き
さ
え
す
れ
ば
よ

い
の
だ
、
明
日
は
ま
た
明
日
の
こ
と
で
、
極
端
に
い
え
ば
、『
後
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
』
で
、
そ
こ
に
は
理
想
も
な
け
れ
ば
希
望

も
な
く
、
自
主
的
に
自
分
の
人
生
を
築
き
上
げ
よ
う
と
い
っ
た
意
力
な
ど
は
微
塵
も
み
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
精
神
状
態
（
荒
木
は

こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
当
時
の
流
行
語
を
使
っ
て
、
こ
れ
を
「
ケ
・
セ
ラ
・
セ
ラ
的
精
神
状
態
」
と
言
っ
て
い
る
）
が
戦
後
ず
っ
と

続
い
て
い
る
と
い
う
危
惧
で
あ
る
（「
ケ
・
セ
ラ
・
セ
ラ
」、『
国
策
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
五
六
年
）。
荒
木
に
言
わ
せ
れ
ば
、
戦

後
の
日
本
は
「
一
切
合
切
が
ケ
・
セ
ラ
・
セ
ラ
」
で
あ
っ
た
。「
内
政
・
外
交
も
、
経
済
・
産
業
も
、
治
安
・
国
防
も
、
文
化
・
教

育
も
、
す
べ
て
が
ケ
・
セ
ラ
・
セ
ラ
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
酷
な
批
評
で
は
あ
る
ま
い
」（
同
前
）
と
荒
木
は
み
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
重
大
な
事
態
を
も
た
ら
す
と
荒
木
は
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
「
ケ
・

セ
ラ
・
セ
ラ
」
と
い
う
こ
と
は
、「
要
す
る
に
自
分
の
自・

・

・

・

由
意
志
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
確
乎
た
る
自
由
意
志
の
な
い

と
こ
ろ
に
進
歩
発
展
は
あ
り
得
な
い
」（
同
前
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
老
若
を
問
わ
ず
、
男
女
を
問
わ
ず
、
日

本
国
民
と
し
て
の
堅
実
な
自
由
意
志
を
失
っ
た
も
の
の
、
余
り
に
も
多
い
と
い
う
」
状
態
で
は
、「
日
本
国
家
の
再
建
発
展
も
、
日

本
新
文
化
の
創
造
開
化
も
、
で
き
る
は
ず
は
な
く
、
世
界
の
情
勢
の
流
転
の
ま
に
ま
に
、
ま
た
国
内
事
情
の
変
化
に
と
も
な
い
、
或
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い
は
天
災
地
変
に
も
一
喜
一
憂
し
て
、
日
本
国
家
も
日
本
民
族
も
、

あ
た
か
も
水
に
浮
ぶ
根
な
し
草
の
ご
と
く
、
衰
亡
放
浪
の
一
路
を

た
ど
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
」（
同
前
）
と
荒
木
は
憂
え
て
い
た
の
で

あ
る
。

荒
木
の
戦
後
教

育
・
大
学
観

こ
う
し
た
荒
木
の
戦
後
の
社
会
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
問
題
意
識
は
、
当
然
の
こ
と
と
し

て
教
育
観
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
戦
後
に
行
わ
れ
た
教
育
改
革
も

荒
木
に
言
わ
せ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
日
本
弱
体
化
政
策
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
荒
木
は
そ
れ
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
教
育
体
制
や
内
容
を
す
べ
て
問
題
で
あ
る
と

考
え
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
残
さ
れ
て
い
る
教
育
に
つ
い
て

の
演
説
の
原
稿
の
な
か
に
は
、「
一
つ
と
し
て
碌
な
も
の
は
な
い
様

で
あ
る
が
、
し
か
し
非
常
に
得
を
し
た
と
い
う
の
も
あ
る
」
と
し

て
、
そ
の
代
表
と
し
て
、「
教
育
の
主
体
が
わ
れ
わ
れ
国
民
に
あ
る
」

と
い
う
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
と
、
義
務
教
育
の
六
・
三
制
の

採
用
を
挙
げ
て
い
る
（「
原
稿
下
書
き
（
戦
後
教
育
行
政
に
つ
い

て
）」
昭
和
三
十
六
年
カ
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
面
は
あ
っ
た
と

し
て
も
、
戦
後
教
育
の
あ
り
方
は
根
本
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る

法秩序確立国民会議で演壇に立つ荒木俊馬（左から4人目、昭和33年）
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と
荒
木
は
主
張
し
て
い
る
。
義
務
教
育
と
い
う
の
は
「
国
民
教
育
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
無
視
さ
れ

て
い
る
と
荒
木
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
同
前
）。

荒
木
に
よ
れ
ば
ど
こ
の
国
で
も
教
育
の
基
本
は
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
戦
後
教
育
の
根
本
法
規
と
し
て
制
定
さ
れ

た
教
育
基
本
法
に
は
教
育
の
目
的
と
し
て
抽
象
的
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
日
本
人
を
教
育
す
る
と
い
う
点
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
他
方
、
他
の
国
で
は
、
例
え
ば
「
米
国
の
教
育
法
は
米
国
に
忠
誠
を
誓
う
米
国
人
を
教
育
す
る
基
本
法
」
で
あ
り
、

「
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
基
本
法
は
祖
国
フ
ラ
ン
ス
に
忠
誠
を
尽
す
フ
ラ
ン
ス
人
を
教
育
す
る
基
本
法
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、「
世
界

中
の
如
何
な
る
国
で
も
、
教
育
は
そ
れ
ぞ
れ
、
先
ず
第
一
に
そ
の
祖
国
に
尽
す
国
民
を
教
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」（「
教

育
勅
語
と
教
師
の
倫
理
綱
領
」、『
国
策
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
五
八
年
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
教
育
基
本
法
で
は
、

そ
の
点
が
欠
如
し
て
お
り
、
一
体
ど
こ
の
国
の
人
間
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
木
の
考
え
の
根
底
に
は
、「
日
本
国
民
で
あ
る
前
に
世
界
人
類
の
一
員
と
か
、
職
能
を
離
れ
て
の
た
だ

の
人
間
と
い
っ
た
抽
象
的
人
間
の
形
成
で
は
な
く
、
日
本
国
民
と
し
て
そ
の
義
務
・
責
任
を
果
し
、
各
自
の
職
域
に
応
じ
て
日
本
国

家
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
的
日
本
人
の
形
成
こ
そ
が
、
基
本
的
人
権
に
値
す
る
一
個
の
人
間
の
形
成
で
あ
り
、
こ
れ
が
国
つ
く

り
の
基
本
た
る
人
つ
く
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
（「
人
つ
く
り
私
見
」、『
潮
』
第
七
三
号
、
一
九
六
三
年
）。

荒
木
は
、さ
ら
に
教
育
基
本
法
に
は
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、「
例
え
ば『
真
理
と
正
義
を
愛
し
』と
か
、

『
自
主
的
精
神
に
充
ち
』
と
か
、
そ
の
他
ど
こ
で
も
文
句
だ
け
は
立
派
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
ら
ば
、
そ
の
真
理
と
は
何
か
、
正

義
と
は
何
か
、
自
主
的
精
神
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
、
一
口
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
国
民
が
心
身
共
に
健
康
な
日・

・本
国
民
で
あ

る
の
か
、『
人
格
の
完
成
を
め
ざ
す
』
そ
の
人
格
な
る
も
の
が
如
何
な
る
人
格
で
あ
る
の
か
、
何
一
つ
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
な
い
」（
前
掲
「
教
育
勅
語
と
教
師
の
倫
理
綱
領
」）
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
倫
理
綱
領
が
全
く
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
荒
木
は
戦
前
の
教
育
勅
語
の
優
位
性

を
挙
げ
る
。「
日
本
の
建
国
が
宏
遠
な
昔
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
建
国
の
根
本
理
念
が
道
徳
国
家
の
建
設
に
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
道
統
が
今
日
ま
で
不
易
に
継
統
し
て
来

た
こ
と
に
教
育
の
淵
源
は
あ
る
の
だ
、
と
前
置
き
し
て
、

日
本
人
が
人
間
と
し
て
、
ま
た
日
本
国
民
と
し
て
実
践
す

べ
き
重
要
な
倫
理
綱
領
を
列
挙
し
て
あ
る
」（
同
前
）
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と「
教
育
基
本
法
は
全
く『
思

想
の
空
白
』
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ

る
ま
い
」（
同
前
）
と
も
荒
木
は
言
う
。
荒
木
に
言
わ
せ
れ
ば
、
日
本
の
戦
前
の
教
育
は
こ
の
教
育
勅
語
を
基
本
と
し
て
、「
明
治
維

新
以
来
、経
験
に
経
験
を
重
ね
、改
良
に
改
良
を
加
へ
て
、日
本
の
国
情
と
民
族
性
と
に
則
す
る
や
う
に
出
来
上
っ
た
も
の
」
で
あ
り
、

「
そ
れ
故
、
学
制
の
形
式
は
変
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
本
方
針
や
精
神
に
は
棄
つ
可
か
ら
ざ
る
多
く
の
点
」（「
科
学
と
科
学
者
と

祖
国
（
上
）」、『
桃
李
』
第
二
巻
第
七
号
、
一
九
五
二
年
）
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
領
軍
は
こ
の
教
育

勅
語
を
「
棚
上
げ
し
」（
前
掲
「
教
育
勅
語
と
教
師
の
倫
理
綱
領
」）、
そ
の
代
り
に
教
育
基
本
法
を
作
ら
せ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本

の
教
育
は
根
本
を
失
い
、「「（
前
略
）
日
本
国
民
で
あ
る
前
に
先
ず
世
界
人
類
の
一
員
と
し
て
の
人
間
を
形
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

主
張
し
て
、
祖
国
愛
も
民
族
意
識
も
喪
失
し
た
亡
国
流
浪
の
民
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
努
力
す
る
。
ま
た
「
教
育
は
機
会
均
等
で
あ

る
べ
き
だ
か
ら
、職
業
を
身
に
つ
け
る
前
に
、教
養
豊
か
な
民
主
的
人
間
の
形
成
が
先
行
す
べ
き
だ
」
と
い
っ
て
、小
中
高
の
六
・
三
・

「人つくり私見」『潮』第73号(昭和38年)
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三
か
ら
大
学
の
教
養
学
部
の
二
年
ま
で
、利
己
的
な
雑
学
教
養
と
自
己
権
利
の
主
張
だ
け
を
教
え
こ
む
」（
前
掲
「
人
つ
く
り
私
見
」）

こ
と
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
後
の
教
育
に
対
す
る
根
源
的
な
問
題
意
識
と
共
に
、
荒
木
は
戦
後
の
教
育
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
大
き
な
不
満

と
危
機
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
一
言
で
言
え
ば
、
戦
後
日
本
で
は
教
師
が
労
働
者
化
し
て
お
り
、
し
か
も
組
合
活
動
に
力
を
入
れ
て

い
た
こ
と
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
る
。そ
れ
も
教
師
が
自
主
的
な
判
断
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
わ
け
で
な
く
、日
教
組
の
指
示
に
従
っ

て
そ
う
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
る
。
荒
木
に
言
わ
せ
れ
ば
「
個
人
個
人
と
し
て
は
誠
に
立
派
な
人

格
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
教
職
員
の
人
ま
で
も
が
、日
教
組
の
指
命
に
は
無
条
件
に
服
従
し
」
て
、「
自
分
で
は
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
、

た
だ
指
令
、指
導
通
り
に
や
っ
て
行
き
さ
え
す
れ
ば
（
中
略
）
日
本
の
国
民
教
育
は
自
然
と
立
派
に
完
成
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
」

い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
（
前
掲
「
ケ
・
セ
ラ
・
セ
ラ
」）。
つ
ま
り
教
師
と
し
て
の
自
覚
が
な
い
と

荒
木
は
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
後
の
教
育
の
あ
り
方
に
強
い
問
題
意
識
を
も
ち
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
表
明
し
て
い
た
荒
木
は
、
戦
後

の
大
学
の
あ
り
方
に
も
厳
し
い
見
方
を
し
て
い
た
。
荒
木
は
、
戦
後
の
大
学
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
多
数
の
新
制
大
学
が
生
ま
れ
、

こ
の
狭
い
日
本
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
よ
り
も
寧
ろ
多
い
く
ら
い
の
大
学
が
簇
生
し
た
」
こ
と
は
、「
文
化
国
家
建
設
の
大
き
な
具

体
的
実
現
の
一
面
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」（「
白
線
浪
人
」、『
国
策
』
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
五
六
年
）
と
も
言
え
る
が
、
実
態
は

そ
う
で
な
い
と
言
う
。
そ
れ
は
「
戦
後
に
雨
後
の
筍
の
如
く
簇
生
し
た
わ
が
国
の
新
制
大
学
の
多
く
は
、
名
称
だ
け
は
堂
々
た
る
大

学
で
あ
る
が
、
実
質
は
ほ
と
ん
ど
大
学
で
は
な
い
」（
同
前
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
根
本
原
因
を
荒
木
は
研
究
能
力
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
い
く
ら
校
舎
の
建
築
が
堂
々
と
し
て
い
て
も
、
新
制
大
学
に
は
「
研
究
施
設
も
備
わ（
マ
マ
）ず

、
教
授
陣
も
揃
わ
な
い
」（
同
前
）

と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
荒
木
が
強
い
危
惧
を
抱
い
て
い
た
の
は
教
員
の
質
で
あ
っ
た
。「
教
授
は
人
間
で
あ
る
か
ら
、
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ど
ん
な
に
金
を
か
け
て
も
、
流
れ
作
業
で
多

量
生
産
す
る
と
い
っ
た
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。

だ
か
ら
大
学
教
授
の
大
欠
乏
」（
同
前
）
が
生

じ
て
い
る
と
荒
木
は
言
う
の
で
あ
る
。
彼
に

言
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
当
然
で
、
戦
前
は
「
僅

か
に
三
十
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
の
が
、
急
に
膨

脹
し
て
現
在
三
百
も
の
新
制
大
学
が
で
き
た

の
で
あ
る
か
ら
、
教
授
陣
を
揃
え
る
こ
と
の

で
き
よ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
」（
同
前
）。

し
か
も
そ
の
教
育
制
度
も
問
題
が
あ
る
と
荒

木
は
み
て
い
る
。
荒
木
が
「
小
中
高
の
六
・
三
・
三
か
ら
大
学
の
教
養
学
部
の
二
年
ま
で
、
利
己
的
な
雑
学
教
養
と
自
己
権
利
の
主
張

だ
け
を
教
え
こ
む
」（
前
掲
「
人
つ
く
り
私
見
」）
と
批
判
し
て
い
た
こ
と
に
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
う
し
た
知
識
偏
重
型
の
教
育
に

対
す
る
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
大
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
「
戦
前
の
大
学
像
を
そ
の
ま
ま
戦
後
の
新

制
大
学
に
持
ち
越
し
て
」
お
り
、「
戦
後
の
新
社
会
体
制
に
即
応
し
た
新
し
い
大
学
理
念
」（「
大
学
の
沿
革
と
東
大
問
題
の
核
心
」、『
日

本
及
日
本
人
』
第
一
四
七
一
号
、
一
九
六
九
年
）
に
切
り
替
え
て
い
な
い
こ
と
が
荒
木
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
む
し
ろ
そ
れ
が
故
に
と
言
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学
も
「
新

（
マ
マ
）歩

的
大
学
教
授
」
や
「
革
新
的
文
化
人
」
に
引

き
ず
ら
れ
て
「
多
く
の
大
学
自
体
と
学
生
自
治
会
の
左
傾
偏
向
、
そ
の
結
果
、
全
国
に
瀰
漫
、
猖
獗
を
極
め
始
め
た
相
次
ぐ
大
学
騒

動
」（『
日
記
』、
一
九
六
三
年
〔
京
都
産
業
大
学
創
立
メ
モ
―
そ
の
一
〕
一
九
七
四
年
六
月
八
日
記
）
が
起
こ
っ
て
い
る
と
荒
木
は

全日本教育父母会議京都府支部結成大会で講演
する荒木俊馬（昭和30年代）

「大学の沿革と東大問題の核心」『日本及日本人』
(昭和44年)
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強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
一
節　

京
都
に
お
け
る
新
し
い
大
学
創
設
の
機
運

京
都
に
帝
国
大
学
が
設
立
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
六
月
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
京
都
に
お

け
る
大
学
教
育
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
か
ら
京
都
で
大
学
を
設
立
し
よ
う
と
す

る
動
き
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
志
社
で
、
そ
の
創
設
者
新
島

が
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
ご
ろ
か
ら
大
学
設
立
構
想
を
具
体
化

さ
せ
て
い
た
と
い
う
（
前
掲
『
同
志
社
百
年
史
』
通
史
編
一
）。
し
か
し
、
同
校
の
大
学
設
立
は
؆
単
で
は
な
く
、
そ
れ
が
実
現
し

た
の
は
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
で
あ
っ
た
。
同
志
社
は
既
に
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
専
門
学
校
令
に
基
づ
い
て
大
学

を
名
乗
っ
た
が
、
同
年
に
大
学
令
に
よ
っ
て
正
式
に
大
学
に
昇
格
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
京
都
で
は
四
つ
の
大
学
が
出
現
す
る
。

公
立
の
京
都
府
立
医
科
大
学
（
大
正
十
年
）、
私
立
の
大
谷
大
学
、
龍
谷
大
学
、
立
命
館
大
学
（
す
べ
て
大
正
十
一
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
大
学
は
、
京
都
帝
国
大
学
は
と
も
か
く
、
そ
れ
ぞ
れ
母
体
が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
京
都
府
立
医
科
大
学
は
明
治

五
年
（
一
八
七
二
）
に
設
立
さ
れ
た
京
都
ྍ
病
院
に

り
、
教
育
機
関
と
し
て
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
同
院
に
併
設
さ
れ

た
医
学
校
を
原
点
と
す
る
。
ま
た
、
同
志
社
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
設
立
さ
れ
た
同
志
社
英
学
校
が
そ
の
ཞ㇉

ん

᧿し
ょ
う

で
あ
っ
た
。

立
命
館
大
学
は
、
そ
れ
ら
よ
り
遅
れ
る
が
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
設
立
さ
れ
た
京
都
法
政
学
校
か
ら
始
ま
る
。
同
校
は

京
都
に
͓
͚
Δ
大

学
教
育
の
ྲྀ
Ε
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明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
専
門
学
校
令
に
基
づ
い
て
私
立
京
都
法
政
専
門
学
校
に
組
織
を
改
め
、
翌
年
同
令
に
よ
っ
て
大
学

を
名
乗
っ
た
が
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
正
式
に
大
学
と
な
っ
た
。

大
谷
大
学
と
龍
谷
大
学
は
起
源
を

れ
ば
こ
れ
ら
よ
り
は
る
か
に
古
く
、
前
者
は

文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
東
本
願
寺
に
創
設

さ
れ
た
学
ྈ
が
起
源
で
あ
る
し
、
後
者
は

永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
西
本
願
寺
で
創
設
さ
れ
た
学
ྈ
を
起
源
と
す
る
。
こ
れ
ら

も
前
者
は
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
、
後
者
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
専
門
学
校
令
に
基
づ
い
て
大
学
を
名
乗
り
、

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
に
正
式
に
大
学
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
戦
前
期
の
京
都
で
は
六
つ
の
大
学
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
敗
戦
時
に
日
本
内
地
に
存
在
し
た
大
学
は
合
計
四
八

校
で
、
そ
の
内
二
二
校
が
東
京
に
あ
っ
た
。
京
都
は
数
か
ら
言
え
ば
圧

的
に
少
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
次
ぐ
数
で
あ
っ
た

（
大
学
数
に
つ
い
て
は
、
天
野
Ү
夫
『
大
学
の
誕
生
』（
下
）、
中
公
新
書
、
二
˓
˓
九
年
）。

太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
後
、
日
本
の
教
育
体
制
は
既
述
の
よ
う
に
変
化
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
大
学
制
度
も
大

き
く
変
更
さ
れ
、
旧
制
の
大
学
の
他
、
新
た
な
大
学
が
多
く
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
京
都
も

例
外
で
は
な
か
っ
た
。
京
都
で
も
戦
後
続
々
と
新
制
大
学
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

京
都
で
の
新
制
大
学
の
ᅘ

と
な
っ
た
の
が
、
同
志
社
大
学
と
立
命
館
大
学
で
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
四
月
に
共
に
新

制
大
学
と
し
て
再
発

し
、
翌
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
は
京
都
帝
国
大
学
が
京
都
大
学
と
し
て
新
制
大
学
と
な
り
、
ま

た
既
存
の
大
谷
大
学
、
龍
谷
大
学
も
新
制
大
学
と
し
て
再
発

し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
新
た
に
国
立
の
京
都
学
ܳ
大
学
（
後
、
京

都
教
育
大
学
）
と
京
都
工
ܳ
ણ
維
大
学
、
公
立
の
西
京
大
学
（
後
、
京
都
府
立
大
学
）
が
新
設
さ
れ
、
私
立
大
学
も
京
都
女
子
大
学
、

京
都
ༀ
科
大
学
、
種
ஐ
院
大
学
、
同
志
社
女
子
大
学
、
Ֆ
園
大
学
、
佛
教
大
学
の
六
校
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
京
都
市
立
美
ज़

大
学
（
後
、
京
都
市
立
ܳ
ज़
大
学
）
が
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
京
都
府
立
医
科
大
学
が
昭
和
二
十
七

戦
後
の
京
都
の
ࢲ

ཱ
大
学
の
ܥ
ේ
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年
（
一
九
五
二
）
に
新
制
大
学
と
な
っ
た
。

　

他
方
、
戦
後
新
た
に
設
け
ら
れ
た
短
期
大
学
の
設
立
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
数
は

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
ま
で
に
一
六
校
に
及
ん
だ
。
こ
の
結
果
、
同
年
の
京

都
府
の
大
学
数
は
表
��
の
よ
う
に
大
学
一
六
校
、
短
期
大
学
一
六
校
の
計
三
二

校
に
な
っ
た
。
同
じ
年
の
全
国
の
大
学
数
は
、
大
学
が
二
二
八
校
、
短
期
大
学

二
六
四
校
の
四
九
二
校
で
あ
っ
た
か
ら
、
京
都
府
に
は
大
学
の
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

短
期
大
学
の
約
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
か
け
て
、
京
都
で
は
新
た
に
三
つ

の
大
学
が
開
学
し
た
。
京
都
外
国
語
大
学
（
昭
和
三
十
四
年
）、
ϊ
ー
ト
ル
ダ
ム

女
子
大
学
（
昭
和
三
十
六
年
）、
光
՚
女
子
大
学
（
昭
和
三
十
九
年
）
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
京
都
の
大
学
数
は
一
九
校
と
な
っ
た
。
表
��
の
よ
う
に
そ
の
学
生
数
は

合
わ
せ
て
六
万
四
三
〇
〇
人
強
で
、
全
国
の
学
生
数
の
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
点
で
も
最
も
学
生
数
が
多
か
っ
た
の
は
東
京
で
、全
国
の
約
四
七
パ
ー

セ
ン
ト
の
学
生
が
集
ま
っ
て
い
た
。
第
二
位
が
大
阪
で
約
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し

て
京
都
が
そ
れ
に
続
い
て
い
た
（『
学
校
基
本
調
査
報
告
書
』
昭
和
三
十
九
年
度
よ

り
計
算
）。

　

こ
れ
ら
の
戦
後
の
京
都
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
大
学
の
母
体
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
っ
た
が
、
一
൪
多
い
の
は
、

教
系
の
団
体
で
大
学
で
は
七
校
に
及
ぶ
。
次
に

表11　19��年の大学ɾ短期大学数

典拠：『学校基本調査報告書』昭和30年度より作成

ژ શ国
国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

大学 3 3 10 16 72 34 122 228
短期大学 1 3 12 16 17 43 204 264

計 4 6 22 32 89 77 326 492

表1�　19�4年の大学ɾ短期大学数ͱ学生数

典拠：『学校基本調査報告書』昭和39年度より作成

ژ શ国
国立 公立 私立 計 学ੜ数 国立 公立 私立 計 学ੜ数

大学 3 3 13 19 59,513 72 34 185 291 852,572
短期大学 1 3 12 16 4,858 29 40 270 339 127,904

計 4 6 25 35 64,371 101 74 455 630 980,476
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多
い
の
が
、
Ω
リ
ス
ト
教
系
の
団
体
で
三
校
、
他
は
宗
教
系
で
は
な
い
が
旧
専
門
学
校
等
を
母
体
と
し
て
い
た
。
短
期
大
学
も
状
況

は
同
じ
で
あ
る
が
、
池

短
期
大
学
だ
け
は
、
学
校
法
人
の
設
立
と
短
期
大
学
の
設
立
を
同
時
に
行
っ
た
こ
と
に
特
色
が
あ
っ
た
。

第
二
節　

大
学
創
設
活
動
の
始
ま
り

前
章
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、荒
木
俊
馬
は
戦
後
の
日
本
社
会
や
教
育
の
あ
り
方
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
、
新
制
大
学
に
つ
い
て
は
、
自
身
が
大
学
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
よ
り
強

な
危
機
感
を
抱
い
て
い

た
。
後
に
荒
木
が
回
顧
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
時
の
大
学
は
進
歩
的
大
学
教
授
や
革
新
的
文
化
人
ら
に
「

き
ず
ら
れ
て
多
く

の
大
学
自
体
と
学
生
自
治
会
」
が
「
左
傾
偏
向
」
し
て
い
た
か
ら
で
、
荒
木
は
「
そ
れ
で
は
日
本
将
来
の
運
命
は
ど
う
な
る
か
」
と

い
う
思
い
を
強
く
も
っ
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』、一
九
六
三
年
〔
京
都
産
業
大
学
創
立
メ
モʕ

そ
の
一
〕
一
九
七
四
年
六
月
八
日
記
）。

そ
こ
で
、
昭
和
三
十
一
～
三
十
二
年
こ
ろ
に
は
、
自
ら
大
学
を
創
設
し
た
い
と
い
う
「
念
願
」
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ

の
際
、
荒
木
が
心
ඳ
い
た
大
学
と
は
、「
次
の
世
代
の
日
本
を
担
っ
て
立
つ
憂
国
の
青
年
指
導
者
を
育
成
す
る
」
大
学
で
あ
っ
た
（
同

前
）。
荒
木
は
そ
う
し
た
大
学
を
当
時
左
翼
が
力
を
持
っ
て
い
た
京
都
で
つ
く
り
た
い
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
地
だ
か
ら
こ
そ
、「
反

左
翼
の
新
設
大
学
が
生
れ
て
も
良
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
如
何
に
マ
ス
コ
ミ
か
ら
反
動
右
翼
と
ୟ
か
れ
て
も
、
そ
れ
は
名
༪
で
こ
そ

あ
れ
、
ஏ
で
は
な
い
」
と
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
前
）。
し
か
し
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
、
京
都
で
大
学
教
員

に
戻
っ
た
と
は
い
え
、
荒
木
は
私
立
大
学
の
一
հ
の
教
授
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
念
願
」
に
し
か

過
ぎ
ず
、「
実
現
は
౸
底
望
む
べ
く
も
な
い
私
の
果
無
い
ເ
」（「
想
い
出
話　

一※

」）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、そ
う
し
た
「
果

無
い
ເ
」
を
か
な
え
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
荒
木
が
行
っ
て
い
た
活
動
と
の
関
連
か
ら
生
じ
た
。

荒
木
へ
の
༠
い
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※�「
想
い
出
話
」
は
、
荒
木
俊
馬
が
昭
和
五
十
～
五
十
一
年
（
一
九
七
五
～
一
九
七
六
）
に
か
け
て
本
学
の
創
設
過
程
を
ৼ
り
返
っ
て
『
京
都
産
業
大
学
報
』（
第

五
〇
・
五
一
・
五
三
・
五
四
・
五
六
号
）
へ
連
載
し
た
回
顧
録
で
あ
る
。
以
下
、「
想
い
出
話　

一
～
五
」
と
略
す
。

荒
木
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
十
月

ご
ろ
だ
っ
た
と
い
う
。
荒
木
は
そ
の
頃
、
郷
友
連
の
福
知
山
支

部
の
総
会
に
参
加
し
、
そ
の
後
「
幹
部
や
地
元
有
志
だ
け
の
懇
親
会
」（「
想
い
出
話　

一
」）
に
出
た
ら
し
い
（
た
だ
、
こ
の
点
は

確
認
で
き
て
い
な
い
。
荒
木
の
行
動
に
つ
い
て
記
録
に
留
め
て
い
るň

荒
木
京
子
日
記
」
の
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
十
月

二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
「
休
」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
前
後
は
京
都
に
い
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
の
で
、
可

能
性
と
し
て
は
、
こ
の
期
間
だ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
荒
木
京
子
日
記
」
で
は
荒
木
が
京
都
市
外
に
出
た
時
や
何
ら
か
の
会
に

参
加
し
た
際
は
か
な
り
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
だ
け
、
記
載
が
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
年
の
「
荒
木

京
子
日
記
」
で
荒
木
が
「
郷
友
会
」
に
参
加
し
た
の
は
七
月
七
日
だ
け
し
か
確
認
で
き
な
い
）。
そ
の
席
で
、「
上
川
口
あ
た
り
選
出

の
府
会
議
員
か
ら
福
知
山
に
大
学
を
建
て
て
ޖ
れ
な
い
か
と
言
う
話
」（『
日
記
』、
一
九
六
三
年
〔
京
都
産
業
大
学
創
立
メ
モʕ

そ

の
一
〕
一
九
七
四
年
六
月
八
日
記
）
が
持
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
府
会
議
員
は
福
知
山
近
߫
の
村
有
地
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
他
、
地
元
の
建
設
会
社
の
社
長
が
所
有
し
て
い
る
土
地
も
寄
付
す
る
と
い
う
条
件
も
付
け
た
と
荒
木
は
書
き
残
し

て
い
る
（
同
前
）。
た
だ
、「
想
い
出
話
」
で
は
こ
の
点
が
少
し
違
っ
て
い
て
、
こ
の
話
は
地
元
の
建
設
会
社
の
社
長
か
ら
出
さ
れ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（「
想
い
出
話　

一
」）。
こ
の
建
設
会
社
の
社
長
は
福
知
山
で
の
郷
友
連
の
活
動
に
尽
力
し
て
い
た
人
物
で
、

福
知
山
連
合
会
の
代
表
者
と
も
な
っ
て
い
た
（
前
掲
『
日
本
郷
友
連
盟
十
年
史
』）。
ど
ち
ら
が
事
実
な
の
か
は
現
在
で
は
不
明
で
あ

る
が
、
と
も
か
く
土
地
の
提
供
が
申
し
出
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
土
地
は
、
福
知
山
市
川
北
地
区
の
二
万
௶
の
区
有

地
で
、
そ
れ
に

の
建
設
会
社
の
社
長
所
有
の
土
地
を
加
え
る
と
か
な
り
の
面
積
に
な
っ
た
と
い
う
（「
想
い
出
話　

一
」）。

　

こ
の
申
し
出
は
荒
木
に
と
っ
て
は
「

天
の
ᯡ
ᯧ
の
如
き
驚
き
」（
同
前
）
で
あ
り
、
ど
う
や
ら
こ
の
話
を
引
き
受
け
る
か
ど
う
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か
、か
な
り

ん
だ
よ
う
で
あ
る
。「
こ
の
話
を
引
き
受
け
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
こ
そ
文
ࣈ
通
り
の
、乗
る
か
ҳ
る
か
の
大
ౌ
博
」（
同

前
）
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
だ
っ
た
知
人
に
相
談
し
た
ら
し
い
。
す
る
と
、
相
談
し
た
人
々
は
大
方
が
こ
の
話
を

受
け
る
よ
う
に
勧
め
た
と
荒
木
は
言
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、翌
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
な
っ
て
「
大
学
創
立
の
決
意
を
固
め
」�

（
同
前
）、
設
立
す
る
大
学
に
つ
い
て
の
構
想
を
࿅
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
荒
木
は
既
述
の
作
田
荘
一
や
京
都
帝
国
大
学
理
学
部

長
を
経
験
し
た
松
本
敏
三
の
二
人
を
相
談
相
手
と
し
て
、
彼
ら
の
意
見
を
聞
き
つ
つ
「
最
小
限
度
に
可
能
な
総ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

合
大
学
と
し
て
法
経

学
部
と
理
工
学
部
の
二
学
部
を
以
て
開
学
す
る
大
学
を
計
画
」
し
、
実
現
に
向
け
て
動
き
出
す
が
、
そ
の
た
め
の
資
金
と
し
て
彼
は

自
由
文
教
人
連
盟
関
西
本
部
の
会
費
を
使
お
う
と
考
え
た
よ
う
で
、
実
務
を
同
本
部
の
事
務
局
長
を
し
て
い
た
山
本
栄
吾
と
い
う
人

物
に
任
す
こ
と
に
す
る
（
同
前
）。
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
荒
木
が
「（
自
由
文
教
人
連
盟
―
注
）
関
西
総
本
部
の

理
事
長
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
荒
木
は
こ
の
山
本
を
「
相
談
相
手
」
に
し
て
「
大
学
創
設
の
準
備

事
務
に
取
り
か
か
」
る
こ
と
に
な
る
（
同
前
）。

こ
う
し
て
荒
木
は
、
意
図
せ
ざ
る
形
で
大
学
創
設
活
動
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

実
務
の
協
力
者
と
し
た
山
本
栄
吾
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
山
本
も
実
は
個
人
的
に
大
学
設
立
を
考
え
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

山
本
栄
吾
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
生
ま
れ
と
い
う
か
ら
そ
の
頃
四
九
歳
で
あ
っ
た
。
彼
は
建
築
史
の
専
門
家
で
主
と
し
て

寺
院
建
築
に
つ
い
て
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、
本
人
が
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
京
都

大
学
工
学
部
建
築
学
教
ࣨ
の
嘱
託
と
な
り
、
そ
の
後
同
教
ࣨ
の
教
ࣨ
員
と
な
っ
て
い
た
と
い
う※

。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
山
本
は

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
に
伊
勢
に
再
興
さ
れ
た
皇
學
館
大
学
に
も
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
同
年
に
同
校
の
「
美
ज़
学
」
担

当
の
講
師
と
な
っ
て
い
る
（
大
学
職
員
録
刊
行
会
編
『
全
国
大
学
職
員
録　

昭
和
三
十
七
年
版
』
広
५
社
、
一
九
六
二
年
。
な
お
、
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荒
木
は
「
想
い
出
話　

一
」
で
、
山
本
が
「
皇
学
館
大
学
創
設
に
参
与
し
、
開
学
当
初
一
年
間
教
授
を
し
て
い
た
が
、
意
見
が
合
わ

ず
退
職
し
た
と
の
事
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
山
本
が
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
の
か
、
荒
木
が
記
憶
違
い
を
し
て
い
る
の
か
不

明
で
あ
る
。
前
者
だ
と
、
荒
木
と
山
本
の
そ
れ
ま
で
の
関
係
が
さ
ほ
ど
親
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
ࠦ
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
）。
ま
た
、
同
年
に
山
本
は
文
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
（
日
本
文
化
連
合
会
編
刊
『
愛
国
心
に
つ
い
て
』
改
గ
三
版
、

一
九
六
四
年
、
補
記
）。

※�

山
本
栄
吾
「
愛
国
心
と
は
」、
日
本
文
化
連
合
会
編
刊
『
愛
国
心
に
つ
い
て
』
一
九
六
一
年
。
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
に
発
表
さ
れ
た
、
こ
の
「
愛
国
心

と
は
」
と
い
う
論
考
に
付
さ
れ
た
執
筆
者
履
歴
に
よ
れ
ば
、
山
本
自
身
は
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
ࣨ
嘱
託
、
同
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）
に
大
阪
大
学
工
学
部
講
師
を
経
て
、
同
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
京
都
大
学
工
学
部
教
務
員
に
就
い
た
後
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
講

師
と
な
り
、
論
考
発
表
時
の
昭
和
三
十
六
年
現
在
も
京
都
大
学
の
講
師
を
続
け
て
い
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
と
昭
和

三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
に
発
表
さ
れ
た
別
の
論
考
の
肩
書
き
は
京
都
大
学
建
築
学
教
ࣨ
員
と
な
っ
て
い
る
（「
ༀ
師
寺
南
大
門
ྊ
行
の
長
さ
」、『
史

と
美
ज़
』

第
二
一
九
号
、
一
九
五
二
年
、
及
び
「
法
ོ
寺
再
建
非
再
建
論
争
の
結

と
そ
の
後
」、『
建
築
と
社
会
』
第
三
八
集
第
一
号
、
一
九
五
七
年
）。
京
大
建
築
学
教

ࣨ
六
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
ࣨ
六
十
年
史
』（
京
大
建
築
学
教
ࣨ
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
会
、
一
九
八
〇
年
）
に
付
さ
れ
た
「
旧

教
官
・
職
員
名
簿
」
で
は
、
山
本
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
六
月
か
ら
同
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
三
月
三
十
一
日
ま
で
「
教
務
員
」
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
嘱
託
や
講
師
あ
る
い
は
教
ࣨ
員
の
肩
書
は
確
認
で
き
ず
、
判
然
と
し
な
い
点
も
あ
る
。

こ
う
し
た
履
歴
を
も
つ
山
本
栄
吾
が
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
か
分
か
ら
な
い
が
、
大
学
新
設
を
計
画
し
よ
う
と
し
て
い
た

ら
し
い
。
そ
れ
は
彼
が
設
立
委
員
長
と
な
っ
て
い
る
「
自
由
大
学
設
立
趣
旨
」
と
い
う
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
日
付
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
作
成
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）四
月
開
学
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、設
置
手
続
に
ඞ
要
な
期
間
を
考
え
る
と
、少
な
く
と
も
昭
和
三
十
七
年（
一
九
六
二
）
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の
早
い
時
期
ま
で
に
構
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
こ
の
大
学
の
設
立
は
戦
後
我
が
国
の
教
育
界
が
「
徒

ら
に
思
想
ࠞ
ཚ
の
ฐ
に

り
、
た
め
に
国
民
中
に
は
伝
統
あ
る
民
族
精
神
を
喪
失
し
た
者
が
続
々
と
出
現
し
て
、
今
日
で
は
全
く
憂

う
べ
き
状
態
に
た
ち
౸
つ
て
お
り
」
と
い
う
認
識
か
ら
、「
こ
の
教
育
界
の
現
状
を
こ
の
ま
ま
に
過
し
て
、
果
し
て
我
が
民
族
の
国

家
的
独
立
は
保
ূ
さ
れ
、
民
族
の
質
的
向
上
が
将
来
に
期
待
さ
れ
る
で
」
あ
ろ
う
か
と
い
う
危
機
意
識
を
も
っ
た
か
ら
で
、「
こ
の

危
ݥ
か
ら
民
族
を
救
い
国
家
の
安
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、
日
本
国
民
と
し
て
の
自
覚
あ
る
次
代
を
担
う
堅
実
な
青
年
を
養
い
、
そ

の
自
覚
の
基
に
豊
か
な
教
養
と
新
し
い
学
問
を
身
に
つ
け
た
新
指
導
者
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
が
ඞ
要
で
あ
る
と
痛
感
」
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、そ
う
し
た
こ
と
は
青
年
が
「
社
会
に
出
る
一
歩
手
前
が
好
都
合
で
あ
」
り
、

そ
れ
は
大
学
で
あ
る
か
ら
、
大
学
を
設
立
す
る
構
想
に
至
っ
た
と
い
う
。

こ
の
構
想
で
は
、
設
立
さ
れ
る
大
学
は
さ
し
あ
た
っ
て
法
学
部
、
商
学
部
、
建
設
工
ܳ
学
部
の
三
学
部
に
よ
っ
て
出
発
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
法
学
部
が
構
想
さ
れ
た
の
は
、「
国
家
の
発
展
を
計
る
た
め
に
法
治
国
家
は
法
ட
序
を
保
た
ね
ば
な
」
ら
な
い
が
、「
最

近
の
判
例
を
み
て
も
、
司
法
官
そ
の
も
の
に
国
民
的
意
識
を
喪
失
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ٙ
え
る
も
の
が
多
く
な
つ
て
き
た
」

よ
う
に
み
ら
れ
る
か
ら
、「
一
ࠁ
も
早
く
国
民
的
意
識
の
充
分
な
新
司
法
官
を
早
急
に
養
成
し
な
け
れ
ば
な
」
ら
な
い
と
い
う
考
え

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
商
学
部
は
「
国
家
経
済
の
発
展
は
、
工
業
の
生
産
と
商
業
の
商

流
通
に
ෛ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

か
ら
で
、「
商
工
業
の
指
導
的
立
場
の
人
物
を
養
成
す
る
た
め
に
、商
工
業
の
経
営
学
科
を
設
け
」
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

「
生
産
学
関
係
部
門
の
設
置
は
国
家
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
か
ら
、「
早
く
に
設
置
の
容
易
な
建
設
工
ܳ
部
門
」
と
し
て
、
建

設
工
ܳ
学
部
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
ら
し
い
。

な
お
、
山
本
が
こ
の
大
学
を
「
自
由
大
学
」
と
名
付
け
た
の
は
、「
現
下
に
お
い
て
自
由
の
意
義
が
頗
る
ۂ
解
さ
れ
、
即
ち
自
由

と
放
ॎ
の
ࠞ
同
を
こ
と
さ
ら
若
い
国
民
に
起
さ
せ
る
風
潮
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
」
る
の
で
、「
自
由
の
真
の
意
義
を
若
い
国
民
に
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認
識
さ
せ
る
の
が
現
下
新
教
育
の
一
重
要
点
で
あ
る
と
共
に
本
学
の
使
命
の
一
つ
で
あ
る

と
思
」
っ
た
が
故
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
自
由
文
教
人
連
盟
は
、
そ
も
そ
も
「
自
由
大
学
」

を
設
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
集
ま
っ
た
人
々
が
結
成
し
た
日
本
文
教
人
連
盟
か
ら
出
発

し
た
組
織
で
あ
っ
た
（「
日
本
文
教
人
連
盟
結
成
の
経
Ң
」、
公
益
財
団
法
人
徳
富
蘇
峰
記

念
塩
崎
財
団
蔵
「
教
育
宣
言　

日
本
文
教
人
連
盟
」
所
収
）。
そ
の
後
、「
自
由
大
学
」
設

置
構
想
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
進
展
は
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（「
井
沢
弘
よ
り

荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
五
六
年
八
月
七
日
付
）。
こ
の
構
想
と
山
本
が
作
ろ
う
と
し
た

「
自
由
大
学
」
と
の
関
連
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
山
本
が
上
述
の
よ
う
に
自
由
文
教
人

連
盟
の
関
西
で
の
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
全
く
無
ԑ
で
あ
る
と
は
考
え

に
く
い
。

こ
う
し
て
大
学
設
立
構
想
を
自
身
も
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
山
本
栄
吾
と
荒
木
は
協
力
す
る
こ
と
に
な

り
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
四
月
か
ら
そ
の
実
現
に
取
り
か
か
る
。
荒
木
は
、
山
本
が
皇
學
館
大
学

の
再
興
に
参
与
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
周
り
で
は
、「
大
学
設
置
の
（
中
略
）
唯
一
の
物
知
り
」（「
想
い
出
話　

一
」）
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
に
大
学
設
置
を
進
め
て
い
く
に
は
会
計
に
関
す
る
手
続
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
面
で

は
山
本
も
ૉ
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
荒
木
が
山
本
に
そ
の
件
を
相
談
す
る
と
、
山
本
は
小
野
良
հ
と
い
う
人
物
を

հ
す
る
。
山

本
が
小
野
と
面
識
を
得
た
の
は
、
荒
木
に
よ
れ
ば
、
山
本
が
皇
學
館
に
勤
め
て
い
た
関
係
で
「
同
大
学
の
学
生
課
長
・
ྈ
監
長
の
ધ

越�

（

道
範
士
で
倉
吉
の
神
社
の
社
家
）
が
倉
吉
北
高
等
学
校
の
創
設
者
兼
理
事
長
の
小
野
良
հ
を
経
理
の
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
と
し
て
推

薦
し
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
四
月
二
十
九
日
条
。
こ
の
ધ
越
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
皇
學
館
大
学
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の
学
生
課
長
（
ྈ
監
）・
講
師
で
「
体
育
」
を
担
当
し
て
い
た
ધ
越
正
道
の
こ
と
で
あ
る
（
大

学
職
員
録
刊
行
会
編
『
全
国
大
学
職
員
録　

昭
和
三
十
八
年
版
』
広
५
社
、
一
九
六
三
年
、

及
び
『
皇
學
館
大
学
百
三
十
年
史
』
総
説
篇
、学
校
法
人
皇
學
館
、二
〇
一
二
年
））。
そ
こ
で
、

荒
木
は
小
野
と
会
っ
た
と
こ
ろ
、「

々
如
࠽
な
い
誠
実
な
人
物
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
の
で
、

わ
れ
わ
れ
の
新
事
業
に
協
力
し
て

う
事
に
」
し
た
と
い
う
（「
想
い
出
話　

一
」）。
そ
の
結

果
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
こ
の
三
人
で
創
設
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。

　

こ
れ
よ
り
少
し
前
、
四
月
に
入
っ
た
頃
か
ら
、
荒
木
の
『
日
記
』
に
は
、
理
事
候
補
者
に

つ
い
て
の
メ
モ
書
き
が
頻
々
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
見
て
み
る
と
、
荒
木
が
当

初
は
身
近
な
研
究
者
や
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
の
活
動
の
な
か
で
親
し
く
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
人
々
を
中
心
と
し
て
大
学
の
理
事
会
を
構
成
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
例

え
ば
、
研
究
者
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
人
々
の
中
心
は
京
都
大
学
の
し
か
も
理
学
部
関
係
の
人
々
が
多
く
、
ま
た
、
研
究
者

以
外
で
は
、
源
田
実
、
北
部
邦
雄
、
平
澤
幹ㆤ

よ
し

ら
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
理
事
は
国
家
公
務
員
の
場
合
に
は

特
別
の
ڐ
可
を
ඞ
要
と
す
る
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
四
月
十
三
日
条
）
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
ら
し
く
、
国
公
立
大
学
の
学
長
、

教
授
は
そ
の
リ
ス
ト
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
他
、
こ
う
し
た
理
事
の
最
初
期
の
リ
ス
ト
に
は
、
土
地
の
提
供
を
申
し
出
た
建
設
会
社
の
社
長
と
福
知
山
市
長
の
塩
見
精

太
郎
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
福
知
山
で
の
開
学
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
た
だ
、
市
長
の
名
前
が
挙
が
っ
て

い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
ඞ
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
設
立
の
誘
い
が
単
に
府
会
議
員
や
個
人
か
ら
の
申
し
出
だ
け
で
な
く
、
市
の

意
向
も
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
こ
れ
が
示
ࠦ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
荒
木
と
山
本
は
四
月
半
ば
に
福
知
山
を
訪
問
し
、
市

খ野ྑհ
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長
の
塩
見
と
面
会
し
て
懇
談
し
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
四
月
十
七
日
条
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
五
月
初
頭
に
「
福

知
山
市
に
工
業
大
学　

昭
和
四
十
年
度
に
は
開
校
の
計
画　

京
大
教
授
の
下
見
検
分
も
終
わ
る
」（『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三

年
五
月
八
日
付
）
と
地
元
新
聞
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
当
時
、
福
知
山
に
は
高
等
教
育
機
関
と
し
て
は
、
成
美
学
ԓ
京
都
短
期
大
学
が
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
時
期
経
営

が
ࠔ
難
に
な
っ
て
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら
学
生
ื
集
を
ఀ
止
し
て
お
り
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
在

校
生
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
存
続
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
の
で
（『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三

年
三
月
二
十
八
日
付
）、
福
知
山
市
と
し
て
も
大
学
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
荒
木
へ
の
誘
い
は
そ
れ
な
り
の
基
൫
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
福
知
山
市
側
の
姿
勢

は
、
五
月
に
入
っ
て
「
市
長
と
川
北
地
区
の
区
長
と
が
市
会
に
ԙ
い
て
༈
々
大
学
建

設
に
決
議
し
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
五
月
十
日
条
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
荒
木

の
『
日
記
』
以
外
確
認
が
と
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、「
市
当
局
で
も
工
業
大
学
の
実

現
は
大
き
な
࿕
報
と
し
て
積
極
的
な
態
度
」（『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
六
月

九
日
付
）
を
示
し
て
い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
）
た
こ
と
か
ら
よ
り

明
に
な
り
、

荒
木
・
山
本
・
小
野
の
三
人
が
五
月

と
六
月
初
०
に
再
度
福
知
山
を
訪
問
し
て
福

知
山
市
役
所
の
関
係
者
や
川
北
地
区
の
有
力
者
、
商
工
会
議
所
の
会
員
と
協
議
し
て
、

区
有
ྛ
の
土
地
の
寄
付
手
続
を
進
め
る
こ
と
を
了
承
し
て
も
ら
っ
て
い
る
（『
日
記
』

一
九
六
三
年
五
月
二
十
八
日
・
六
月
九
日
条
。
な
お
、
六
月
初
०
の
荒
木
ら
の
訪
問
に

つ
い
て
は
、『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
六
月
十
三
日
付
に
そ
の
旨
が
報
じ
ら
れ
て

昭和38年5݄8日『྆୮日日新ฉ』
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い
る
）。
そ
れ
を
受
け
て
で
あ
ろ
う
、福
知
山
市
で
は
商
工
会
議
所
が
、市
側
に
「
積
極
的
な
誘
க
を
行
な
っ
て
ほ
し
い
と

情
し
た
」

と
い
う
（『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
六
月
十
二
日
付
）。

福
知
山
で
の
大
学
設
置
構
想
は
、
こ
の
よ
う
に
一
時
は
ॱ
調
に
推
移
し
て
い
た
が
、
六
月

に
な
っ
て

࠳

す
る
。
そ
れ
は
、
福
知
山
の
土
地
の
「
寄
付
手
続
き
が
ॱ
調
に
進
ま
ず
、
福
知
山
関
係
の
有
志
や
商
工
会
議

所
な
ど
で
色
々
な
要
求
を
持
ち
出
す
も
の
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
六
月
二
十
八
日
条
。
具
体
的
に
は
、

建
設
会
社
の
社
長
か
ら
そ
の
私
有
地
の
ങ
収
と
土
地
の
造
成
及
び
校
舎
の
建
築
を
彼
の
会
社
に
請
け
ෛ
わ
せ
る
こ
と
な
ど
の
条
件
が

出
さ
れ
、
商
工
会
議
所
か
ら
も
「
強
ཇ
な
要
求
」（「
想
い
出
話　

一
」）
が
あ
っ
た
と
い
う
）。

し
か
し
、
福
知
山
市
側
で
は
大
学
誘
க
に
な
お
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
七
月
十
六
日
に
は
同
市
の
助
役
が
荒
木
に
「
土
地
寄
付

の
件
市
で
決
定
し
た
る
由
」
を
伝
え
て
き
て
い
る
（『
日
記
』）。
だ
が
、
こ
の
時
に
は
右
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
て
、
荒
木
と
小

野
は
ෑ
地
を
他
に
求
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
と
判
断
し
て
動
き
だ
し
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
六
月
二
十
八
日
条
）、
七
月
十
一
日
に

は
建
設
会
社
の
社
長
に
福
知
山
で
の
大
学
設
置
は
「
一
応
打
切
り
」
と
伝
え
て
い
る
（『
日
記
』）。

こ
う
し
て
福
知
山
で
の
大
学
設
置
構
想
は
௵
え
る
が
、
そ
の
直
後
、
そ
れ
ま
で
共
に
行
動
し
て
い
た
山
本
栄
吾
が
荒
木
ら
と
の
大

学
設
置
活
動
か
ら
手
を
引
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
以
後
、
大
学
創
設
活
動
は
荒
木
と
小
野
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（「
想
い
出
話　

一
」）。

な
お
、
福
知
山
で
荒
木
ら
が
設
置
し
よ
う
と
し
た
大
学
は
、
ど
う
や
ら
理
工
系
を
中
心
と
し
た
大
学
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
福
知
山
で
設
立
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
総
合
工
業
大
学
」
だ
と
『
両
丹
日
日
新
聞
』
が
報
じ
て
お
り
、
地
元
で
も
荒
木
ら

は
そ
の
よ
う
な
大
学
構
想
を
語
っ
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
記
事
で
は
「
工
業
大
学
は
山
ӄ
方
面
に
は
一
校
も
な

く
、
産
業
の
発
達
と
共
に
工
業
界
で
ٕ
ज़
者
の
ध
要
が
増
え
て
い
る
が
、
山
ӄ
の
交
通
の
要
所
で
あ
る
福
知
山
市
に
近
代
設
備
を
完


ॳ
ܭ
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備
し
た
工
業
大
学
を
建
設
し
、
全
国
۶
指
の
有
名
校
に
育
成
し
産
業
界
に
中
堅
ٕ
ज़
者

を
お
く
り
込
も
う
と
い
う
も
の
」（『
両
丹
日
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
六
月
九
日
付
）
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
初
理
事
候
補
と
し
て
荒
木
が
考
え
た
大
学
関
係

者
の
多
く
が
理
工
系
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
し
か

し
、
こ
の
記
事
で
も
「
総
合
」
と
い
う
言
葉
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
理

工
系
だ
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
、
社
会
科
学
系
学
部
も
含
ま
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
五
月

の
『
日
記
』
に
、
理
工

学
部
と
法
経
学
部
、
家
政
学
部
の
三
学
部
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
内
、
理
工
学
部
は
数
理
解
ੳ
学

科
と
災

科
学
科
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
家
政
学
部
は
短
期
大
学
部
と
さ
れ
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
三

年
五
月
二
十
六
日
条
）。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
し
っ
か
り
と
し
た
構
想
に
な
ら
な
い
ま
ま
で
、
福
知
山
で
の
大
学
設
置
活
動
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。第

三
節　

大
学
創
設
へ
の
意
欲

福
知
山
で
の
大
学
設
置
は
取
り
や
め
た
も
の
の
、
荒
木
ら
は
大
学
設
置
自
体
は
ఘ
め
な
か
っ
た
。「
一
た
び

決
意
し
ᣍ
ま
で
準
備
を
進
め
て
来
た
新
大
学
創
設
を
、
今
更
ఘ
め
る
な
ど
と
は
私
の
頑
固
な
性
格
で
は
౸
底


び
得
な
い
事
」（「
想
い
出
話　

一
」）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
の
心
ڥ
を
荒
木
は
「
土
地
な
ど
は
他
人
様
に
寄
附
し
て



ઃ
活
動
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ܧ
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わ
な
く
と
も
、
そ
れ
こ
そ
徒
手
空
ݓ
で
遣
り
通
し
て
見
よ
う
と
覚
ޛ
を
決
め
た
」（
同
前
）
と
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
荒
木

と
小
野
は
そ
の
後
も
創
設
活
動
を
継
続
し
て
い
く
。

そ
の
際
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
大
学
設
置
に
対
す
る
協
力
者
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
荒
木
の
「
建

学
精
神
に
協
賛
し
て
其
の
創
設
の
ۓ
急
ඞ
ਢ
事
で
あ
る
事
を
世
間
一
般
に
知
ら
し
め
る
協
力
者
、
つ
ま
り
発
起
人
」（「
想
い
出
話　

二
」）
に
な
っ
て
く
れ
る
人
々
を
୳
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
福
知
山
で
の
大
学
開
設
を
決
意
し
た
頃
か
ら
、
荒
木

は
理
事
や
評
議
員
の
候
補
と
し
て
考
え
た
人
の
内
、
ز
人
か
に
大
学
構
想
を
語
り
、
そ
れ
へ
の
賛
同
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
人

の
多
く
は
荒
木
と
親
し
い
人
々
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
狭
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
日
記
』
で
分
か
る
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
創
設
活
動
を
始
め
た
当
初
に
荒
木
が
新
設
大
学
の
役
員
を
依
頼
し
た
人
々
は
、
表
��
の

一
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
四
人
は
荒
木
に
と
っ
て
は
、
親
族
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
荒
木
千
里
と
石
田
興
平
、
門

野
雄
吉
、
そ
し
て
佐
々
ݑ
三
で
あ
る
。
荒
木
千
里
は
、
既
述
の
よ
う
に
荒
木
の
弟
で
あ
り
、
ま
た
、
石
田
興
平
は
荒
木
の
࠺
京
子
の

ຓ
の
夫
で
、
荒
木
に
と
っ
て
は
義
理
の
弟
に
あ
た
る
。
石
田
は
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
後
、
大
学
院
を
経
て
立
命
館
大
学
、

建
国
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
後
、
大
阪
商
科
大
学
助
教
授
、
彦
根
経
済
専
門
学
校
教
授
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
を
歴
任
し
た
経

済
学
者
で
、金
༥
経
済
論
が
専
門
で
あ
っ
た（「�

資
料

հ�
滋
賀
大
学
経
済
経
営
研
究
所
調
査
資
料
ࣨ
報
ᶌ　

9*「
石
田
記
念
文
ݿ
」

に
つ
い
て
」、『
彦
根
論

』
第
三
五
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
門
野
雄
吉
は
京
子
の
母
の
࢞

の
子
で
あ
っ
た
の
で
、
荒
木
と
は
義
理
の
従
ܑ
弟
に
あ
た
る
。
門
野
の
父
ز
之
進
は
明
治

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
相
ޓ
会
社
形
式
で
千
代
田
生
命
保
ݥ
を
設
立
し
、
同
社
を
戦

前
の
五
大
生
命
保
ݥ
会
社
の
一
つ
に
育
て
た
人
物
で
、
門
野
雄
吉
は
そ
の
三
男
に
あ
た
り
、

父
の
後
を
継
い
で
、
当
時
同
社
の
社
長
の
職
に
あ
っ
た
（「
新
人
国
記　

三
重
県
（
一
五
）

荒木ઍཬ
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に
ぎ
や
か
経
済
人
脈
」、『
朝
日

新
聞
』
一
九
八
五
年
一
月
十
日

付
）。
佐
々
ݑ
三
は
こ
の
時
は
大

阪
工
業
大
学
に
移
っ
て
い
た
も

の
の
、
元
は
京
都
大
学
理
学
部

で
長
年
教
授
を
務
め
、
地

研

究
の
第
一
人
者
と
言
わ
れ
て
い

た
人
物
で
あ
る
が
（「
京
大
地


学
史
に
関
連
し
て
（
対
談
）」、『
京

大
地
ٿ
物
理
学
研
究
の
百
年
』

国
際
高
等
研
究
所
・
竹
本
修
三

フ
ェ
ロ
ー
研
究
会
、
二
〇
一
〇

年
所
収
）、
荒
木
の
࠺
京
子
の
従

࢞
ຓ
と
結
婚
し
て
い
た
の
で
、

荒
木
と
は
義
理
の
従
ܑ
弟
に
あ

た
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
そ
う
し
た
関
係
に
は
な

い
も
の
の
、
古
く
か
ら
荒
木
と

法学部ɾܦӦ学部ɾ֎国語学部増ઃ記
念式典の祝宴におけるੴ田ڵฏ（昭和
42年、右খ野ྑհ）

野雄٢と夫人ࠤ々ݑ三と夫人

表1�　ߥढ़അ͕19��年ʹ新設大学のһबґཔΛͨͬߦਓ

典拠：『ه』より作成

໊ࢯ 書ݞ ґཔ৬ ๚
大ੴٛ༤ 大学๏学部教तژ ཧࣄ 1963年 4݄30
ਿࢁ ਿࣾࢁ会ࢱ会ཧࣄ ධٞ員 1963年 5݄ 1
ઍཬߥ 大学医学部教तژ ཧࣄ 1963年 5݄ 7
౻ਗ਼ٱ 大学工学部教तژ ཧࣄ 1963年 5݄12
ੴాڵฏ լ大学経済学部教त࣎ ࣄ 1963年 5݄12
౻ࡈ δϟύϯλΠϜεઆ主װ ཧࣄ 1963年 5݄15
実ాݯ Ӄٞ員ٞࢀ ཧࣄ 1963年 5݄17

ށ錤ࡣ தৗऔక ධٞ員 1963年 5݄20
ฏᖒװ 本࢈業ྗڠ࿈ໍ会 ධٞ員 1963年 5݄20

үଜ昢 үଜ࢈業ৗ ཧࣄ 1963年 5݄20
門༤٢ ઍాੜ໋อݥ૬ޓ会ࣾදऔకࣾ ཧࣄ 1963年 5݄21
三ݑʑࠤ 大ࡕ工業大学教त ཧࣄ 1963年 5݄25
࣏߃಄ߐ լ大学経済学部教त࣎ ཧࣄ 1963年 5݄30
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交
流
が
あ
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
ㆆߐ

頭ㆋ
し
㇉

恒ㆤ
ㆭ

治ㆯ
㇋

、
藤
野
清
久
と
斎
藤
忠
、
平
澤
幹
、
源
田
実
、

杉
山
武
夫
、
ү
村
昢ひ

で

夫お

が
挙
げ
ら
れ
る
。
ߐ
頭
は
、
戦
前
に
建
国
大
学
の
教
授
、
戦
後
は
滋

賀
大
学
経
済
学
部
教
授
を
歴
任
し
た
経
済
史
学
者
で
あ
る
（「
ߐ
頭
恒
治
博
士
略
歴
・
著
作
目

録
」、『
彦
根
論

』
第
七
十
・
七
十
一
・
七
十
二
号
、
一
九
六
〇
年
）。
そ
の
面
で
は
、
荒
木

と
は
学
問
的
な
接
点
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
石
田
興
平
が

立
ち
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
戦

後
早
い
時
期
か
ら
親
密
な
交
際
を
し
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
し
（『
日
記
』
一
九
四
九
年
八

月
三
十
日
）、
藤
野
は
京
都
大
学
の
工
学
部
教
授
で
ણ
維
化
学
の
専
門
家
で
あ
り
（
京
都
大

学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
京
都
大
学
百
年
史
』
部
局
史
編
二
、
財
団
法
人
京
都
大
学
後
援

会
、
一
九
九
七
年
）、
彼
も
荒
木
の
専
門
領
域
と
は
異
な
る
が
、
荒
木
と
同
時
期
に
Ԥ
米
に
文

部
省
か
ら
派
遣
さ
れ
て
お
り
（『
昭
和
五
年
三
月
三
十
一
日
調　

文
部
省
在
外
研
究
員
表
』
文

部
省
専
門
学
務
局
、
一
九
三
〇
年
）、
そ
の
関
係
で
接
点
が
あ
っ
た
の
か
、
早
く
か
ら
荒
木

と
は
交
流
し
て
い
た
（「
藤
野
清
久
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
葉
書
」
一
九
二
九
年
十
一
月
六
日

付
、「
藤
野
清
久
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
葉
書
」
一
九
三
〇
年
八
月
二
十
一
日
付
）。
斎
藤
忠
は
、

戦
前
に
荒
木
が
関
係
し
た
大
日
本
言
論
報
国
会
の
創
設
者
の
一
人
で
、
理
事
、
常
務
理
事
を

務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
（
関
西
大
学
図
書
館
編
『
日
本
文
学
報
国
会
・
大
日
本
言
論
報
国
会

設
立
関
係
書
類
』
下
巻
（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）、
吉
田
裕
ほ
か
編
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
五
年
））。
そ
の
関
係
で
荒
木
と
関
わ
り
が
で
き
た
よ
う
で
、
戦
時
中
に
は
荒
木
と
同
じ
講
演
会
に
登
ஃ
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
（『
日
記
』
一
九
四
三
年
十
月
九
日
条
）。
平
澤
幹
は
、
既
述
の
よ
う
に
荒
木
が
戦
後
関
わ
っ
た
産
業
協
力
連
盟
の
顧
問
・
理
事
長

と荒木俊馬౻野ਗ਼久࣏߃಄ߐ
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を
務
め
て
い
た
人
物
だ
っ
た
が
、
同
連
盟
に
荒
木
が
関
わ
る
前
か
ら
の
知
り
合
い
で
あ
っ
た
（『
日
記
』
一
九
五
三
年
五
月
一
日
条
、

一
九
五
六
年
五
月
二
十
二
日
条
）。
ま
た
、
源
田
実
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
荒
木
が
選
挙
の
際
に
関
西
で
の
選
挙
対
策
委
員
長
と
し

て
応
援
を
し
て
い
た
の
で
、
か
な
り
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
杉
山
武
夫
は
戦
前
期
か
ら
大
阪
で
日
本
熱
風
機

作

所
等
の
経
営
に
携
わ
り
、ま
た
、ಫ
島

作
所
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
企
業
の
取
క
役
を
兼
任
し
た
財
界
人
で
（
中
西
利
八
編
『
財

界
人
物
選
集
』
第
五
版
、財
界
人
物
選
集
刊
行
会
、一
九
三
九
年
（
芳
賀
登
ほ
か
編
『
日
本
人
物
情
報
体
系
』
第
三
九
巻
、
ᚠ
星
社
、

二
〇
〇
〇
年
復
ࠁ
版
所
収
））、
戦
後
に
は
自
由
文
教
人
連
盟
に
も
関
わ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
（「
久
徳
幸
一
よ

り
自
由
文
教
人
連
盟
京
阪
地
方
本
部
あ
て
書
状
」
一
九
六
二
年
一
月
二
十
六
日
付
）。
そ
の
関
係
で
あ
ろ
う
、
荒
木
と
は
以
前
か
ら

交
流
が
あ
っ
た
。

ү
村
昢
夫
は
こ
れ
ら
の
人
々
と
は
違
い
、
荒
木
の
門
下
生
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
宇
宙
物
理
学
科
で
荒
木
の

指
導
を
受
け
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
に
卒
業
し
て
い
る
（『
人
事
興
信
録
』
第
二
八
版
（
人
事
興
信
所
、
一
九
七
五
年
）

で
は
、
ү
村
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
卒
に
な
っ
て
い
る
が
、
荒
木
の
『
日
記
』
で
は
、
彼
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
三

月
に
卒
業
論
文
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、卒
業
は
同
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（『
日
記
』
一
九
四
〇
年
三
月
十
五
日
条
））。
ү
村
は
、

卒
業
後
は
߭
山
業
や
ྛ
業
を
行
っ
て
い
た
一
族
経
営
の
ү
村
産
業
に
入
社
し
た
が
、
そ
の
後
も
荒
木
と
は
関
係
を
も
っ
て
い
た
よ
う

で
、『
日
記
』
に
も
ز
度
か
そ
の
交
流
の

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
石
・
木
戸
と
荒
木
と
の
親
密
度
は
未
詳
だ
が
、
少
な
く
と
も
以
上
の
人
々
は
荒
木
と
は
従

来
か
ら
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
荒
木
が
創
設
活
動
を
始
め
た
当
初
は
そ
う
し
た
親
し

い
人
達
を
中
心
に
協
力
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

үଜ昢夫
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こ
の
よ
う
に
、
比
ֱ
的
親
し
く
交
流
の
あ
っ
た
人
々
へ
協
力
を
求
め
な
が
ら
創
設
活
動
は
続
け
ら
れ
た
の
だ
が
、

実
際
に
大
学
創
設
活
動
を
行
っ
て
い
く
に
は
、
そ
の
よ
う
な
親
し
い
関
係
者
だ
け
で
は
無
理
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
た
め
、�

荒
木
は
「
こ
の
人
が
発
起
人
に
名
を
連
ら
ね
て
ޖ
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
」（「
想
い
出
話　

二
」）
っ
た
人
達
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
く
。
そ
の
な
か
に
は
、
荒
木
が
全
く
面
識
の
な
か
っ
た
人
達
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、

荒
木
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
手
を
た
ど
っ
て
そ
れ
ら
の
人
々
に
発
起
人
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
運
動
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
荒
木

が
働
き
か
け
を
し
て
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
ま
で
に
発
起
人
と
し
て
の
ॺ
名
を
集
め
た
人
々
は
、
彼
自
身
の
回
顧
に

よ
る
と
表
��
の
人
達
で
あ
っ
た
（「
想
い
出
話　

二
」）。

　

こ
れ
ら
の
人
々
の
内
、
政
治
家
で
そ
れ
ま
で
に
荒
木
が
面
識
を
得
て
い
た
の
は
、
植
木
光
教
、
小
川
半
次
、
源
田
実
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
植
木
光
教
は
̣
̝
̠
職
員
で
あ
っ
た
が
、
後
転
じ
て
自
由
民
主
党
の
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
町
村
金
五
の
ൿ
書
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
の
京
都
府
知
事
選
で
四
選
を
目
指
し
た
蜷
川
虎
三
知
事
の
対
抗
者
と
し
て
自
民
党
か

ら
立
候
補
し
た
も
の
の
敗
退
し
、
翌
年
の
参
議
院
京
都
府
補
欠
選
挙
で
当
選
し
て
、
参
議
院
議
員
に
な
っ
た
（
植
木
に
つ
い
て
は
、

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
四
年
十
二
月
十
日
付
、
前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史　

貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』）。『
日
記
』
中
で
確
認
で

き
る
と
こ
ろ
で
は
、
荒
木
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
五
月
一
日
に
自
由
文
教
人
連
盟
京
阪
本
部
役
員
の
立
案
に
あ
た
っ
て
そ

の
理
事
に
植
木
の
名
を
挙
げ
、
ま
た
同
月
十
一
日
に
は
郷
友
連
の
京
都
府
支
部
総
会
の
席
上
、
植
木
に
「
大
学
設
立
の
件
を
話
し
」

て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
面
識
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（『
日
記
』）。
さ
ら
に
先
述
の
補
選
期
間
中
に
は
、
し
ば
し
ば
植
木
の
選

挙
事
務
所
を
訪
れ
て
お
り（『
日
記
』一
九
六
三
年
十
一
月
二
十
二
・
二
十
三
・
三
十
日
条
）、か
な
り
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

　

他
方
、
小
川
半
次
と
は
、
荒
木
は
か
な
り
前
か
ら
知
り
合
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
は
京
都
府

知
事
候
補
の
応
援
演
説
会
で
共
に
登
ஃ
し
て
お
り
（『
日
記
』
一
九
五
四
年
四
月
七
・
八
日
条
）、
ま
た
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）

発
ى
人
ू
Ί
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表14　ߥのճސʹΑΔൃىਓ໊ʹॺ໊ͨ͠ਓʑ

注：ݞ書にͭいては昭和38年࣌Ͱののを࠾しͨ
典拠：ʮいग़　二ʯより作成

ྨผ 書ݞ ໊ࢯ

࣏Ո

ऺٞӃٞ員ɾ農ྛ大ਉ फಙ
Ӄٞ員ٞࢀ ২ޫ教
ऺٞӃٞ員ɾࣗຽౘ෭૯ࡋ 大ກ
ऺٞӃٞ員 小࣍
ນ྅ۭߤӃٞ員ɾલٞࢀ 実ాݯ
ऺٞӃٞ員ɾݩ農ྛ大ਉ प౦ӳ༤
ࢢژ 高ٛࢁ三
ऺٞӃٞ員ɾݩ૯ ಙ҆実ଂ
ऺٞӃٞ員ɾฏ和ੴ༉ࣜג会ࣾදऔకࣾ ా݈࣏
会ٞ員ɾಉٞٞࢢژ ౻Ҫӳ一

者ڀݚ

大学医学部教तژ ઍཬߥ
ѥࡉѥ大学経済学部教त ҏ部一
լ大学教त࣎ݩ ࣏߃಄ߐ
大学๏学部教तژ 大ੴٛ༤
国大学෭૯ݐݩ 作ా一
தԝ大学๏学部教त ాଜࡦ
ላؗ大学教तߖݩ խ
大学工学部教तژ ౻ਗ਼ٱ

քਓࡒ

үଜ࢈業ࣜג会ࣾৗऔక үଜ昢
ઍాੜ໋อݥ૬ޓ会ࣾදऔకࣾ 門༤٢
大ࡕ工会ٞ所ސɾલ会಄ ਿಓॿ
ਿ࢈ࢁ業ࣜג会ࣾࣾɾ大ࡕ工業ڠ会ৗཧࣄ ਿࢁ
ඛҪࣾࣄɾॅۚސ࢈ ౢଜल༤
三Խ学ڀݚ所औకࣾ 三一
ؙળੴ༉࠷高ސ 和ా二

ͦのଞ

文部大ਉݩ大কɾ܉ݩ ఃߥ
少ক܉ݩ ൞߽༤ؠ
本ڷ༑࿈ໍ会ɾݩ܉大ক ३ٶޙ
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に
荒
木
が
委
員
長
と
な
っ
て
開
催
し
た
「
天
長
節
記
念
講
演
会
」
で
も
小
川
を
講
師
と
し

て
迎
え
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
五
七
年
四
月
二
十
九
日
条
）。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
荒
木

は
古
く
か
ら
小
川
と
は
交
際
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
源
田
実
に
つ
い
て
は

既
述
し
た
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。

　

赤
城
宗
徳
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
面
会
し
た
こ
と
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
そ
れ
は

情
団
の
一
員
と
し
て
で
あ
っ
て
交
流
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

（『
日
記
』
一
九
五
八
年
十
月
三
十
一
日
条
）。
と
は
い
え
、
大
学
創
設
へ
俗
に
言
う
大
物

政
治
家
の
賛
同
を
得
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
荒
木
は
意
識
的
に
彼
ら
に

接
近
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
重
要
な

հ
者
と
な
っ
た
の
は
徳
安
実
蔵
で
あ
っ
た
。
徳
安

は
、
鳥
取
県
を
地
൫
と
す
る
衆
議
院
議
員
で
そ
の
意
味
で
は
荒
木
と
は
直
接
的
な
接
点
は

な
か
っ
た
（
徳
安
に
つ
い
て
は
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
七
月
十
八
日
付
、
同
前
一
九
六
四
年
七
月
十
八
日
付
、
衆
議
院
・
参

議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史　

衆
議
院
議
員
名
鑑
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
））。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
荒
木
の
大
学

創
設
活
動
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
い
た
小
野
良
հ
が
鳥
取
で
学
校
を
経
営
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
で
小
野
は
徳
安
と
は
利


関
係
を
伴
う
接
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
荒
木
は
徳
安
に
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
徳
安
は
当
時
自
由

民
主
党
の
副
総
裁
で
あ
っ
た
大
野
伴
ກ
の
派
ൊ
に
属
し
て
お
り
、
若
い
頃
か
ら
大
野
と
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。そ
の
関
係
か
ら
、

荒
木
ら
は
徳
安
を
通
じ
て
大
野
伴
ກ
に
自
己
の
大
学
設
置
構
想
を
説
明
す
る
機
会
を
得
て
、
大
野
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
荒
木
は
既
述
の
植
木
光
教
か
ら
大
野
の
ൿ
書
へ
の

հ
状
を
も
ら
っ
て
い
た
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
九

月
九
日
条
）。
し
か
し
、
徳
安
は
荒
木
と
会
う
と
直
接
大
野
に
電
話
を
し
て
取
り
次
い
で
お
り
、
そ
ち
ら
の
方
が
効
果
が
大
き
か
っ

京都産業大学開学式で
挨拶を述べる২木ޫ教
（昭和40年）

京都産業大学開学式で
挨拶を述べるখ次
（昭和40年）
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
野
と
の
面
会
で
ど
の
よ
う
な
会
話
が
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
大
野
は
発
起
人
を
引
き
受
け
て
名
簿
に

ॺ
名
を
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
農
ྛ
大
臣
で
あ
っ
た
赤
城
宗
徳
へ
の
連
絡
も
引
き
受
け
た
と
い
う
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
九
月

十
一
日
条
）。
こ
れ
は
当
時
の
荒
木
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
荒
木

は
上
賀
ໜ
の
国
有
ྛ
を
入
手
し
よ
う
と
し
て
動
き
出
し
て
お
り
（
第
三
章
第
三
節
「
上
賀
ໜ
と
の
出
会
い
」
を
参
照
）、
そ
の
国
有

ྛ
の
主

庁
が
農
ྛ
省
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
本
学
に
残
さ
れ
て
い
る
数
種
の
「
設
立
趣
意
書
」
の
ど
れ
に
も
「
赤
城
宗
徳
」
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

荒
木
は
赤
城
が
趣
意
書
に
ॺ
名
し
た
と
し
て
い
る
が
（「
想
い
出
話　

二
」）、
こ
れ
は
か
な
り
ٙ
わ
し
い
。

こ
の
他
、
政
治
家
と
し
て
は
周
東
英
雄
と
高
山
義
三
、
富
田
健
治
、
藤
井
英
一
の
四
人
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
内
、
周
東

に
つ
い
て
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
ア
メ
リ
カ

在
中
の
彼
か
ら
荒
木
へ
差
し
出
さ
れ
た
手
紙
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
旧
知

の
間
ฑ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（「
周
東
英
雄
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
二
九
年
十
一
月
五
日
付
）。
周
東
は
大
正
十
年

（
一
九
二
一
）
に
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
農
ྛ
省
に
入
り
、
農
務
局
長
等
を
歴
任
し
た
後
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）

の
総
選
挙
で
衆
議
院
に
当
選
し
た
。
政
界
入
り
し
て
か
ら
は
、
周
東
は
経
済
安
定
本
部
総
務
長
官
や
自
治
大
臣
な
ど
に
も
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
出
身
か
ら
か
農
ྛ
大
臣
に
二
度
就
任
し
た
こ
と
で
、
荒
木
は
彼
を
「
農
ྛ
ാ
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
十
二
月
二
十
六

日
条
）
と
認
識
し
て
い
た
（
周
東
に
つ
い
て
は
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
〇
年
十
月
十
四
日
付
、
同
前
一
九
六
四
年
七
月
十
七
日
付
、

前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史　

衆
議
院
議
員
名
鑑
』）。
つ
ま
り
、
荒
木
は
国
有
ྛ
の
入
手
に
関
わ
っ
て
農
ྛ
省
に
影
響
力
の
あ
っ
た
旧

知
の
周
東
に
接
触
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
周
東
に
設
立
発
起
人
を
引
き
受
け
て
も
ら
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

富
田
健
治
と
荒
木
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
ま
で
は
面
識
が
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、『
日
記
』
に
よ
る
と
、

荒
木
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
七
月
二
十
四
日
に
後
述
の
西
内
խ
か
ら
「
大
阪
の
富
田
健
治
へ
の

հ
状
を
も
ら
う
」
と
書
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き
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
富
田
は
、
戦
前
の
内
務
官
僚
で
、
長
野
県
知
事
等
を
歴
任
し
た
後
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
の

第
二
次
近
衛
内
閣
で
内
閣
書
記
官
長
に
就
任
し
第
三
次
近
衛
内
閣
で
も
そ
の
職
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
新
体
制
運
動
の
推
進
者
と

な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
は
公
職
追
放
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
追
放
が
解
除
さ
れ
る
と
同
年

の
衆
議
院
選
挙
に
出
馬
、
当
選
し
て
そ
れ
か
ら
一
回
の
落
選
を
ڬ
ん
で
通
算
四
期
衆
議
院
議
員
を
務
め
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
十
八

年
（
一
九
六
三
）
十
一
月
の
衆
議
院
選
挙
で
落
選
し
た
た
め
、
そ
の
時
点
で
政
界
を
引
退
し
、
以
後
は
平
和
石
༉
株
式
会
社
と
い
う

会
社
の
社
長
と
し
て
同
社
の
経
営
に
専
念
し
た
（
上
田
正
昭
ほ
か
監
修
『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
ਇ
Ү
彦

編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』
第
二
版
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）、
前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史　

衆
議
院
議
員
名

鑑
』）。
し
た
が
っ
て
、
荒
木
が

հ
を
受
け
た
時
は
ま
だ
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。『
日
記
』
で
は
、
そ
の
翌
月
の
八
月
十
日
に
平

和
石
༉
で
富
田
健
治
と
会
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
が
お
そ
ら
く
初
対
面
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
後
、『
日
記
』
で

は
富
田
と
は
翌
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
九
月
の
大
学
設
置
認
可
申
請
ま
で
に
三
度
会
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
状

況
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
最
初
の
会
見
の
時
に
発
起
人
に
な
る
こ
と
を
承
諾
し
て
も
ら
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

あ
と
の
二
人
、
高
山
義
三
と
藤
井
英
一
は
共
に
京
都
市
の
政
治
家
で
、
前
者
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
か
ら
昭
和
四
十
一

年
（
一
九
六
六
）
ま
で
四
期
京
都
市
長
を
務
め
た
（「
京
都
市
長
・
助
役
（
副
市
長
）、
京
都
市
会
議
長
・
副
議
長
一
ཡ
」、
京
都
市

市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
都
市
政
史
』
第
二
巻
、
京
都
市
、
二
〇
一
二
年
所
収
）。
し
た
が
っ
て
荒
木
が
大
学
設
置
活
動
を
行
っ

て
い
た
時
は
市
長
在
任
中
で
あ
り
、
そ
の
立
場
で
一
私
立
大
学
の
発
起
人
に
な
り
得
た
の
か
ど
う
か
は
ٙ
問
が
残
る
（
高
山
が
市
長

退
任
後
に
著
し
た
自
伝
的
な
書
物
で
あ
る
『
わ
が
八
十
年
の
回
顧
―
落
第

主
か
ら
市
長
ま
で
―
』（
若
人
の
༐
気
を
た
た
え
る
会
、

一
九
七
一
年
）
に
も
荒
木
の
大
学
設
置
活
動
に
関
わ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）。
藤
井
英
一
は
、
京

都
市
北
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
京
都
市
会
議
員
で
昭
和
三
十
八
年（
一
九
六
三
）の
五
月
か
ら
翌
年
の
六
月
ま
で
市
会
議
長
の
職
に
あ
っ
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た
（
前
掲
「
京
都
市
長
・
助
役
（
副
市
長
）、
京
都
市
会
議
長
・
副
議
長
一
ཡ
」）。
そ
の
関
係
か

ら
ど
う
や
ら
大
学
設
置
場
所
と
決
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
上
賀
ໜ
の
土
地
の
「
地
元
工
作
」
へ
の
協
力

を
得
る
こ
と
を
目
的
に
、
荒
木
は
人
を
հ
し
て
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
十
二
月
に
初
め
て

会
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
十
二
月
二
十
一
・
二
十
九
日
条
）。

　

財
界
人
と
し
て
は
、
既
に
触
れ
た
人
以
外
に
三
人
が
発
起
人
名
簿
に
ॺ
名
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
三
星
化
学
研
究
所
取
క
役
社
長
の
三

一
郎
は
、
財
界
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
後
述
の
上
賀
ໜ
の
土
地
入
手
と
の
関
係

で
発
起
人
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
三
星
化
学
研
究
所
は
北
区
上
賀
ໜ
の
ඔ
野
に
本
社
が
あ
り
、
三

自
身
も
ඔ
野
に

住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
荒
木
ら
は
、
上
賀
ໜ
の
国
有
地
以
外
に
ඞ
要
な
土
地
の
購
入
に
つ
い
て
の
Ѻ
ટ
役
を
三

に
依
頼
し
、
実
際

に
三

の

հ
に
よ
っ
て
土
地
が
入
手
で
き
て
い
る
（「
想
い
出
話　

二
」、『
日
記
』
一
九
六
四
年
二
月
一
・
八
・
二
十
六
・
二
十
七
日

条
、
同
年
三
月
二
・
四
日
条
）。
そ
の
た
め
に
、
荒
木
ら
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）

に
三

を
発
起
人
に
加
え
る
こ
と
を
決

め
て
い
る
の
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
十
二
月
二
十
九
日
条
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
杉
道
助
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
後
援
者
と
し
て
加
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
「
有
効
」
な
人
物
と
し
て
、
発
起
人
に

名
を
連
ね
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
た
財
界
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
杉
は
、
山
口
県
ഡ
で
、
大
॑
父
に
は
吉
田
松
ӄ
が
い
る
家
系
に
生

ま
れ
た
。
そ
の
関
係
で
若
い
頃
か
ら
長
州
系
の
政
治
家
や
財
界
人
と
交
わ
っ
て
い
た
が
、彼
自
身
は
山
口
で
中
等
教
育
を
受
け
た
後
、

ܚ
ጯ
義
塾
に
進
み
、
同
大
学
理
財
科
を
卒
業
し
て
一
時
、
久
原
߭
業
に
勤
め
た
が
、
二
六
歳
の
時
に
大
阪
の
໖
ࢳ
問
屋
八
木
家
の
່

と
結
婚
、
し
ば
ら
く
し
て
大
阪
で
八
木
家
の

織
事
業
の
経
営
に
関
わ
っ
た
。
そ
れ
を
基
൫
と
し
て
杉
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）

に
大
阪
商
工
会
議
所
議
員
に
当
選
し
、
以
後
八
木
商
ళ
社
長
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
企
業
の
役
職
に
就
き
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
商

工
会
議
所
で
の
活
動
を
主
と
し
て
行
っ
た
。
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
大
阪
商
工
会
議
所
副
会
頭
に
選
ば
れ
た
杉
は
、
戦
後
昭

三一郎（昭和5�年、
京都産業大学事時代）
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和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
ま
で
の
一
四
年
に
わ
た
っ
て
同
会
議
所
会
頭
を
務
め
た
。
そ
の
間
、

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
役
職
に
も
就
き
、
෯
広
い
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
た
杉
は
大
阪
財
界
の
代
表
者
で
あ
っ
た
（
杉
に
つ
い

て
は
杉
道
助
追
悼
録
刊
行
委
員
会
編
『
杉
道
助
追
悼
録
』
上
・
下
、
杉
道
助
追
悼
録
刊
行
委
員
会
、
一
九
六
五
年
を
参
照
）。
こ
う

し
た
人
物
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
杉
が
発
起
人
に
な
る
効
果
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
荒
木
は
杉
と
は
直
接
的

な
接
点
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
の
十
二
月
に
、
荒
木
が
杉
山
武
夫
を
հ
し
て
杉
に
発

起
人
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
。
そ
れ
と
同
時
に
杉
山
に
対
し
て
、
杉
の
後
任
の
大
阪
商
工
会

議
所
会
頭
で
あ
っ
た
小
田
原
大
造
に
も
発
起
人
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
十
二
月
九
・
二
十
二

日
条
）。
ど
う
や
ら
小
田
原
へ
の
依
頼
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
荒
木
が
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月


に
杉
に
礼
状
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
一
月
三
十
一
日
条
）、
杉
は
発
起
人
に
な
る
こ
と
を
引
き
受

け
た
の
で
あ
ろ
う
。

財
界
人
と
し
て
は
も
う
一
人
ؙ
善
石
༉
最
高
顧
問
の
和
田
完
二
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
荒
木
の
長
男
の
雄
豪
と
の
関

係
で
あ
っ
た
。
荒
木
雄
豪
は
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
ロ
ー
マ
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
と
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
の
メ
Ω

シ
コ
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
に
出
場
す
る
な
ど
馬
ज़
に
ת
能
で
、
馬
ज़
選
手
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
そ
の
関
係
で
、
馬
ज़
に
関
心
が
深
く
日

本
馬
ज़
連
盟
副
会
長
、
関
西
乗
馬
団
体
連
合
会
会
長
を
務
め
た
和
田
完
二
と
親
し
か
っ
た
。
和
田
は
、
兵
ݿ
県
ୠ
馬
の
出
身
で
、
戦

前
に
ؙ
善
߭
༉
に
入
社
し
、
戦
時
中
は
中
国
大
陸
で
活
動
し
た
が
、
戦
後
復
員
し
て
同
社
が
ؙ
善
石
༉
と
改
称
し
て
事
業
を
再
開
す

る
と
復
帰
し
、
専
務
を
経
て
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
社
長
に
就
任
し
た
。
社
長
就
任
後
、
和
田
は
「
常
識
で
は
考
え
ら
れ

ぬ
仕
事
を
次
々
に
行
な
っ
て
」（「
新
人
国
記　

一
一　

兵
ݿ
県
」、『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
二
年
十
月
十
六
日
付
）、
同
社
を
民
族
資

本
の
大
石
༉
企
業
に
成
長
さ
せ
た
。
そ
の
過
程
で
、
和
田
は
「
郷
里
の
中
竹
野
小
学
校
、
竹
野
小
学
校
、
地
区
施
設
、
道
路
、
寺
社
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な
ど
に
対
す
る
多
ֹ
の
寄
付
援
助
に
よ
っ
て
精
神
文
化
の
高
༲
に

多
大
な
ߩ
献
」（

功
『
ୠ
馬
の
自
然
と
人
物
』
ୠ
馬
文
化
協
会
、

一
九
九
四
年
）
を
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
和
田
は
若
い
時
か
ら
乗

馬
を
趣
味
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
関
係
か
ら
右
の
よ
う
に
馬

ज़
団
体
の
運
営
に
も
関
わ
っ
た
（
和
田
完
二
「
私
の
履
歴
書
」、『
私

の
履
歴
書　

経
済
人
』
五
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
）。

た
だ
、
ؙ
善
石
༉
は
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
夏
に
は
石
༉

市
況
の
悪
化
と
急
ܹ
な
拡
張
の
結
果
、資
金
難
に
陥
り
、昭
和
三
十
八
年（
一
九
六
三
）初
頭
に
和
田
は
同
社
社
長
の
職
を
退
い
た（
ؙ

善
石
༉
の
動
向
に
つ
い
て
は
、ؙ
善
石
༉
社
史
編
集
委
員
会
編
『
三
五
年
の
あ
ゆ
み
』
ؙ
善
石
༉
株
式
会
社
、一
九
六
九
年
を
参
照
）。

こ
の
経
営
行
き
٧
ま
り
を
巡
っ
て
は
、
和
田
の
後
を
継
い
だ
経
営
者
達
は
和
田
の
経
営
の
あ
り
方
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
認
識

し
て
お
り
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
三
年
三
月
二
日
付
）、
和
田
は
最
高
顧
問
と
い
う
肩
書
き
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
財
界
に
対
す

る
影
響
力
は
か
な
り
減
退
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
荒
木
俊
馬
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い

が
、
荒
木
雄
豪
と
の
関
係
を
౿
ま
え
て
雄
豪
を
通
じ
て
、
荒
木
は
和
田
に
も
発
起
人
に
な
る
こ
と
を
依
頼
し
、
自
ら
会
見
し
て
ॺ
名

を
も
ら
っ
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
五
月
二
十
四
日
条
、
同
年
九
月
十
四
・
十
六
日
条
）。

　

竹
田
恒
徳
が
発
起
人
に
名
を
連
ね
た
の
は
、
や
は
り
荒
木
雄
豪
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
竹
田
は
、
明
治
天
皇
の
ଙ
で
、
戦
前
は
竹

田
宮
恒
徳
王
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
皇
籍
を
離
脱
し
て
、
そ
の
名
と
な
っ
た
。
竹
田
は
、
皇
籍
離
脱
後
は
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
を
深
め

た
と
い
い
、
日
本
ス
ケ
ー
ト
連
盟
会
長
、
日
本
馬
ज़
連
盟
会
長
等
を
務
め
た
ほ
か
、
日
本
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
委
員
会
委
員
長
や
国
際
Φ

リ
ン
ϐ
ッ
ク
委
員
会
委
員
に
も
就
任
し
た
（
前
掲
『
二
〇
世
紀
日
本
人
名
事
典
』
を
参
照
）。
竹
田
は
、
特
に
戦
前
か
ら
馬
ज़
に
強

和田ೋ（左ଆの馬্荒木雄豪ɻ
『和ॣ』ץ号より）
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い
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
関
係
か
ら
荒
木
雄
豪
は
親
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
荒
木
俊
馬
は
そ
の
関
係
で
、
雄
豪
を
通

じ
て
竹
田
に
発
起
人
へ
の
参
加
を
慫
慂
し
、
ॺ
名
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
五
月
二
十
四
日
条
、
同
年

九
月
二
十
三
日
条
）。

福
知
山
で
の
状
況
が
変
化
し
た
の
を
見
た
荒
木
と
小
野
は
、
早
く
も
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
六
月

に
は
、
他
の
土
地
の
選
定
に
動
き
出
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
が
土
地
୳
ࡧ
の
対
象
と
し
た
の
は
、
国

有
ྛ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、荒
木
は
「
福
知
山
市
の
区ㅤ

ㅤ

ㅤ

有
ྛ
の
名
か
ら
思
い
付
い
た
」（「
想
い
出
話　

一
」）
と
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
実
際
に
は
京
都
府
近
ล
で
の
国
有
ྛ
の
୳
ࡧ
は
、
福
知
山
で
の
大
学
計
画
が
進
む
の
と
併
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ

を
行
っ
て
い
た
の
は
既
述
の
山
本
栄
吾
で
あ
っ
た
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
六
月
二
十
八
日
条
）。
そ
の
活
動
が
功
を

し
た
の
で
あ

ろ
う
、
六
月

に
は
荒
木
は
大
阪
の
営
ྛ
局
か
ら
宇
治
の
国
有
ྛ
の
使
用
の
内
諾
を
得
た
と
い
う
連
絡
を
小
野
か
ら
受
け
て
い
る

（『
日
記
』
一
九
六
三
年
六
月
二
十
九
日
条
）。
こ
れ
を
受
け
て
荒
木
ら
は
、
早

七
月
上
०
に
上
京
し
、
参
議
院
議
員
の
石
谷
ݑ
男

に
大
阪
営
ྛ
局
長
へ
の

հ
状
を
も
ら
っ
た
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
七
月
九
日
条
）。
石
谷
は
ྛ
野
関
係
の
官
僚
と
し
て
ྦྷ
進
し
、

ྛ
野
庁
長
官
を
経
て
参
議
院
議
員
に
な
っ
た
人
物
で
あ
り
（
前
掲
『
議
会
制
度
百
年
史　

貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』、
新
日
本

海
新
聞
社
鳥
取
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
編
『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』
新
日
本
海
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
を
参
照
）、
農
ྛ
省
の
ྛ

野
分
野
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
荒
木
ら
は
彼
に
接
触
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

荒
木
は
、「
こ
れ
に
て
国
有
ྛ
の
土
地
無
料
ି
与
手
続
き
の
準
備
工
作
は
全
部
完
了
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
七
月
九
日
条
）
と

考
え
た
と
言
う
が
、
実
際
に
は
土
地
の
୳
ࡧ
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
宇
治
の
国
有
ྛ
は
「
申
請
は
؆
単
」
と
山
本
は
考
え
た
よ
う

だ
が
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
七
月
十
四
日
条
）、
な
ͥ
か
早
く
に
候
補
か
ら
外
れ
た
よ
う
で
、
次
に
京
都
営
ྛ
ॺ
か
ら
、「
京
都
営

ྛ
ॺ

内
に
て
は
高
௬
市
安
満
山
の
国
有
ྛ
以
外
に
は
無
し
。
こ
の
土
地
な
ら
ば

下
げ
可
能
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
七
月
十
八

্
լ
ໜ
と
の
出
会
い
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日
条
）
と
い
う
助
言
を
得
た
荒
木
ら
は
同
地
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
地
౿
査
の
結
果
、
そ
の
土
地
は
「
名
神
高

道

路
に
ྡ
接
し
位
置
と
し
て
は
極
め
て
良
好
な
れ
ど
、
大
学
校
舎
設
置
の
立
地
条
件
と
し
て
は
極
め
て
悪
く
大
学
ෑ
地
と
し
て
は
問

題
に
」（『
日
記
』
一
九
六
三
年
七
月
十
九
日
条
）
な
ら
な
い
と
判
断
し
、
候
補
か
ら
外
れ
た
。
こ
の
他
、
彼
ら
は
「
右
京
区
の

寺

附
近
の
数
ケ
所
の
国
有
ྛ
、
京
大
演
श
ྛ
の
南
の
഼
ࢬ
、
神
山
国
有
ྛ
」（「
想
い
出
話　

一
」）
な
ど
を
౿
査
し
た
が
、
最
終
的
に

候
補
と
し
て
残
っ
た
の
は
神
山
国
有
ྛ
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
有
ྛ
は
「

上
附
近
が
割
合
に
平
ୱ
で
、
当
時
は
ど
こ
か
ら
で
も
自
動

ं
道
路
が
つ
け
ら
れ
る
状
態
で
大
学
の
ෑ
地
と
し
て
は
最
ద
」（
同
前
）
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
荒
木
ら
は
神
山
国

有
ྛ
の

い
下
げ
の
可
能
性
を
京
都
営
ྛ
ॺ
に
相
談
し
た
が
、「
神
山
国
有
ྛ
の

一
ଳ
（
中
略
）
は
杉
の
木
を
植
ྛ
し
た
ば
か
り

で
今
後
三
十
年
後
で
な
け
れ
ば
ॲ
分
は
出
来
な
い
」（
同
前
）
と
断
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
同
時
に
神
山
の
Ҍ
馬
街
道
を
ִ
て
て
南
に

位
置
す
る
本
山
の
国
有
ྛ
な
ら
ば
「
営
ྛ
ॺ
と
し
て
は
少
し
も
利
用
価
値
が
な
い
の
で
、


い
下
げ
も
容
易
で
あ
ろ
う
」（
同
前
）
と
い
う
助
言
を
得
た
と
言
う
。

　

荒
木
に
よ
れ
ば
本
山
も
何
回
も
౿
査
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
に
は
急
फ़

な
山
ෲ
と
狭
い
ܢ
谷
を
見
て
、「
こ
ん
な
फ़
し
い
山
を
造
成
し
て
大
学
の
ෑ
地
が
出
来
よ
う
な

ど
と
は
౸
底
思
わ
れ
ず
」（
同
前
）、候
補
と
し
て
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
土
地
な
ら
ば

い
下
げ
が
容
易
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
荒
木
は
、「
土
地
の
造
成
に
如
何
ほ

ど
多
ֹ
の
費
用
が
か
か
ろ
う
と
も
、
こ
の
地
を
大
学
の
建
設
地
に
」（
同
前
）
す
る
と
い
う
決

断
を
下
し
た
と
書
き
残
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
上
賀
ໜ
本
山
の
国
有
ྛ
で
大
学
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
実
際
に
そ
の

土
地
の
ି
し
下
げ
が
決
ま
る
の
に
は
か
な
り
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
決
断
を
し
た
の

大学ݐઃ前の本ࢁ（昭和30年代）
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は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
八
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
が
、
荒
木
の
元
に
国
有
ྛ
ି
与
の
決
定
が
通
知
さ
れ
た
の
は
、
年
を
越

え
た
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（『
日
記
』）。
こ
の
間
五
ヵ
月
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
࢛
章
　
ݐ
ֶ
の
࣮
ݱ

第
一
節　

設
置
活
動
の
本
格
化

発
起
人
集
め
と
大
学
建
設
の
土
地
の
確
保
は
、
大
学
創
設
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以

上
に
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
荒
木
ら
が
ど
の
よ
う
な
大
学
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
大
学
像
の
明
確

化
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
学
に
残
さ
れ
て
い
る
一
二
種
の
大
学
設
立
趣
意
書
案
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
ら
の
な
か
で
最
も
早
く
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
学
校
法
人
興
（
産
）
業
大
学
設
立
趣
意
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
が

最
も
古
い
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
の
は
、
発
起
人
に
塩
見
精
太
郎
や
建
設
会
社
の
社
長
と
い
っ
た
福
知
山
関
係
の
人
々
が
名
を

連
ね
て
お
り
、
ま
た
、
山
本
栄
吾
の
名
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
山
本
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
の

七
月
終
わ
り
に
は
荒
木
ら
と
の
大
学
設
置
活
動
か
ら
離
脱
し
て
お
り
、
そ
れ
以
後
の
趣
意
書
案
に
は
名
が
出
て
く
る
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
「
趣
意
書
」
に
付
さ
れ
て
い
る
「
設
置
要
項
」
で
は
設
置
場
所
が
福
知
山
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ

の
推
定
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
で
興
味
深
い
の
は
、
元
々
「
興
業
大
学
」
と
さ
れ
て
い
た
名
称
部
分
が
ຣ
消
さ
れ
て
「
産
業
大
学
」
と
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
い
つ
作
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
産
業
大
学
と
い
う
名
称
が
か
な
り
早
く
か
ら
構
想


ઃ
͢

͖
大

学
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の
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さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
趣
意
書
」
で
は
、
大
学
創
設
を
考
え
た
起
点
に
つ
い
て
、「
戦
後
我
が
国
の
社
会
情
勢
は
一
変
し
、
特
に
教
育
界
に
ԙ
い

て
は
思
想
・
機
構
共
に
根
底
よ
り
変
化
し
た
」
こ
と
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、ま
ず
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、「
戦

後
に
ԙ
け
る
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
学
ज़
研
究
、
職
業
教
育
と
と
も
に
市
民
的
教
養
と
人
間
形
成
を
行
う
と
い
う
理
念
に
基
い
て

発

」
し
た
は
ず
の
新
制
大
学
の
制
度
は
、「
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
は
思
は
れ
ず
、
た
ʎ
い
た
ず
ら
に
我
が
国
の
民

族
精
神
の
ഁ
յ
を
強
調
し
国
家
の
歴
史
を
無
視
し
伝
統
を
ܰ
ん
ず
る
風
潮
が
ਁ
ಁ
と

（
マ
マ
）し

て
い
る
」
状
態
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
対

し
て
「
我
が
国
の
将
来
を
想
い
ሕ
に
憂
慮
に
ת
え
な
い
」
と
ૌ
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
態
で
は
既
設
の
大
学
に
「
大
学
本
来
の
目

的
使
命
」
の
達
成
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
こ
の
「
趣
意
書
」
は
示
し
つ
つ
、
し
か
も
、
時
あ
た
か
も
高
等
教
育
機

関
へ
の
進
学
希
望
者
が
増
大
し
て
お
り
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
に
は
高
校
卒
業
生
が
急
増
し
て
既
存
の
大
学
で
は
ٵ
収
で
き

な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
の
で
、「
新
時
代
に
即
応
し
時
局
に
ॲ
す
る
識
見
を
具
え
た
有
ҝ
な
る
人
材
の
育
成
を
は
か

る
」
た
め
に
大
学
の
創
設
を
「
発
起
し
た
」
と
い
う
。

　

そ
の
大
学
は
、「
政
治
、
経
済
、
思
想
等
々
の
各
分
野
と
密
接
に
し
て
不
離
な
関

係
を
保
ち
、
相
ޓ
に
深
い
関
係
を
重
ね

ら
影
響
を
受
け
影
響
を
与
え
、
い
わ
ゆ

る
象
է
の
ౝ
よ
り
も
社
会
制
度
と
し
て
の
大
学
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
こ
の
「
趣
意
書
」
に
付
さ
れ
て
い
る
「
設
置
要
項
」
に
よ
る
と
、
学
部
は

理
学
部
と
法
経
学
部
及
び
短
期
大
学
部
の
三
学
部
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
理
学
部
の
下
に
は
数
学
科
、
建
築
工
学
科
、
土
木
工
学
科
、
災

科
学
科

の
四
学
科
が
、
法
経
学
部
の
下
に
は
法

学
科
、
経
営
学
科
、
商
学
科
の
三
学
科

「学ߍ法人ڵ（産）業大学ઃ立झҙ書」
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が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
短
期
大
学
部
は
第
一ŋ

第
二
の
家
政
学
科
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
は
食
物
、
住
居
意
ঊ

の
二
つ
の
専
攻
、
後
者
は
ඃ
服
専
攻
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

福
知
山
で
の
大
学
創
設
が

࠳
し
た
の
で
、
こ
の
計
画
は
修
正
を
余
ّ
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、「
趣
意
書
」
の
内
容
も

大
෯
に
書
き

え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
趣
意
書
」
の
内
容
が
か
な
り
荒

り
な
も
の
で
、
広
く
賛
同
者
を

集
め
る
に
は
よ
り
密
度
の
ೱ
い
「
趣
意
書
」
が
ඞ
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
学
に
は
上
述
の
よ
う
に
一
二
種
の

「
趣
意
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
「
趣
意
書
」
を
除
く
と
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
ひ
と
つ
が
こ
の
「
学
校
法

人
興
（
産
）
業
大
学
設
立
趣
意
書
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
、
二
つ
目
が
当
時
の
国
家
と
大
学
教
育
に
対
す
る
危
機
感
を
よ
り

明
に

示
し
た
う
え
で
、
大
学
設
立
の
ඞ
要
性
と
方
向
を
書
い
て
い
る
も
の
で
、
最
後
が
そ
う
し
た
厳
し
い
現
状
認
識
は
後
景
に
退
け
て
認

可
を
ࣹ
程
に
置
い
た
現
実
的
な
書
き
方
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
内
、
既
述
の
よ
う
な
荒
木
の
当
時
の
教
育
の
現
状
に
対
す
る
考
え
方
を
最
も
示
し
て
い
る
の
が
二
൪
目
の
タ
イ
プ
の

「
趣
意
書
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
「
戦
後
十
有
八
年
、
荒
ഇ
に
帰
し
た
国
土
も
平
和
の
復
興
に
続
く
驚
異
的
経
済
発
展
に
依
り
、

今
や
我
国
は
世
界
の
先
進
国
家
の
一
つ
と
し
て
国
際
間
に
指
導
的
役
割
を
演
ず

る
に
至
つ
た
が
、
其
れ
に
も
拘
ら
ず
精
神
面
に
ԙ
い
て
は
ࠞ

の
極
に
達
し
て

い
る
」
と
い
う
よ
う
な
文
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
微
ົ
に
表
現
が

異
な
る
も
の
も
あ
る
）。
そ
れ
に
続
け
て
語
ら
れ
る
の
が
、「
建
国
以
来
の
輝
か

し
い
歴
史
は
ܰ

せ
ら
れ
、
民
族
意
識
は
喪
失
し
、
美
し
い
道
統
は
ഁ
յ
せ
ら

れ
て
祖
国
愛
の
精
神
は
全
く

٫
せ
ら
れ
」
て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
で
あ
る
。

そ
の
原
因
は
、
こ
の
「
趣
意
書
」
で
は
、
戦
後
の
偏
向
教
育
に
あ
り
、
そ
の
結

荒木俊馬自චの「京都産業大学ઃ立झҙ書」
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果
「
下
は
小
、
中
学
校
の
義
務
教
育
よ
り
上
は
国
家
将
来
の
指
導
層
の
養
成
機
関
た
る
大
学
教
育
に
至
る
迄
、
我
国
現
在
の
文
教
界

は
全
く
無
ட
序
、
無
方
針
と
評
す
る
外
は
な
い
」
と
い
う
。
特
に
大
学
で
は
「
所
Ҧ
進
歩
的
学
者
、
革
新
的
知
識
人
が
教
官
と
し
て

教
育
の
実
権
を
掌
握
し
」
て
、
そ
の
思
想
を
鼓
吹
し
て
い
る
が
故
に
、
新
制
大
学
の
卒
業
生
の
多
く
は
「
意
識
す
る
と
意
識
せ
ざ
る

と
に
拘
ら
ず
日
本
民
族
の
団
結
と
祖
国
の
防
衛
と
独
立
を
放
棄
し
て
」
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
他
方
、
狭

ᯀ
で
資
源
が
乏
し
い
国
土
に
一
ԯ
人
の
人
口
が
密
集
し
て
い
る
日
本
の
「
将
来
は
近
代
的
産
業
立
国
以
外
に
存
立
の
途
は
な
い
」
が
、

現
在
の
よ
う
な
大
学
教
育
を
受
け
た
青
年
が
次
代
の
産
業
界
の
担
い
手
と
な
っ
た
場
合
、「
如
何
に
高
度
の
経
済
成
長
を
な
し
国
民
の

生
活
水
準
が
十
二
分
に
向
上
し
た
と
し
て
も
今
日
迄
自
由
主
義
経
済
に
依
つ
て
築
き
上
げ
た
我
国
の
産
業
界
は
思
想
的
に
内
面
よ
り

่
յ
し
て
」
し
ま
う
と
し
て
、
大
学
の
設
立
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
の
が
こ
の
タ
イ
プ
の
「
趣
意
書
」
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
意
識
の
下
で
、
荒
木
ら
が
設
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
大
学
は
、
具
体
的
に
は
、「
日
本
民
族
の
精
力
的
勤
勉
性
と
知
能

的
優
秀
性
を
ܒ
発
増
強
し
、
躍
進
日
本
産
業
の
合
理
的
経
営
と
独
創
的
科
学
ٕ
ज़
の
指
導
者
と
な
り
、
而
も
民
族
意
識
を
自
覚
堅
持

し
真
の
日
本
人
と
し
て
次
代
の
祖
国
を
担
ふ
て
立
つ
青
年
を
育
成
す
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
た
「
法

、
経
済
、
理
科
、
工
学
の
諸

部
門
を
૰
合
す
る
産
学
協
同
」
の
大
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
に
ま
ず
、「
法

、
経
済
と
を
密
接
に
༥
合
し
て
産
業
経
営
の
基
底

を
な
す
法
学
部
、
経
済
学
部
」
と
「
工
業
ٕ
ज़
の
基
ૅ
科
学
と
し
て
の
理
学

部
（
数
学
科
、
物
理
学
科
）」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
学
部
で
の

教
育
を
担
う
「
各
専
門
分
野
の
権
Җ
者
ฒ
に
将
来
有
望
の
少
壮
学
徒
」
で
「
思

想
堅
実
、
人
格
高
ܿ
の
士
」
を
教
官
と
し
て
選
ぶ
と
し
て
い
る
。
要
は
「
高

度
の
専
門
的
知
識
、
ٕ
能
の
修
࿅
と
精
神
陶

の
面
に
重
点
を
置
き
祖
国
愛

「京都産業大学ઃ立झҙ書」
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に
徹
し
た
有
ҝ
な
人
材
の
育
成
を
は
か
る
」
の
が
彼
ら
の
創
設
し
よ
う
と
し
た
大
学
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
内
容
の
「
趣
意
書
」
を
も
っ
て
荒
木
ら
は
発
起
人
を
集
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
文
部
省
へ
の
設

置
認
可
申
請
の
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
強

な
意
識
を
前
面
に
出
す
こ
と
は
慮
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
後
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
趣
意
書
案
で
は
、
そ
の
部
分
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
ま
た
、
設
置
す
る
学
部
に
つ
い
て
も
大
き
な
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ま
で
は
、
理
学
部
の
他
、
社
会
科
学
で
は
法
学
と
経
済
学
の
両
領
域
で
学
部
展
開
を
図
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
よ
う
で
、「
法

学
部
」「
経
済
学
部
」、
も
し
く
は
「
法
経
学
部
」
の
設
置
を
構
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、
文
部
省
に
対
し
て
現
在
で
言
う
い
わ
ゆ

る
事
前
相
談
を
行
う
な
か
で
、
三
学
部
も
し
く
は
三
領
域
で
の
設
置
申
請
に
つ
い
て
指
導
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
最
終
的
に
は
経
済

学
部
と
理
学
部
の
二
学
部
で
構
成
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
修
正
を
加
え
た
う
え
で
、
お
そ
ら
く
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
六
四
）
五
月
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
以
下
の
よ
う
な
「
趣
意
書
」
で
あ
る
。

京
都
産
業
大
学
設
立
趣
意

�

一
、�

建
国
以
来
の
日
本
の
歴
史
と
美
し
い
道
義
的
伝
統
を
重
ん
じ
、
日
本
民
族
の
団
結
と
祖
国
防
衛
の
愛
国
精
神
に
徹
す
る
真

の
日
本
人
と
し
て
、
自
由

易
の
国
際
大
勢
に
備
え
て
日
本
将
来
の
産
業
界
の
経
営
ฒ
び
に
科
学
ٕ
ज़
の
指
導
者
た
る
べ

き
青
年
を
育
成
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

�

一
、�

こ
の
目
的
の
ҝ
に
、
本
大
学
は
法
・
経
・
理
・
工
の
四
学
部
よ
り
成
る
産
学
協
同
の
四
年
制
૰
合
大
学
で
あ
る
。
十
年
計

画
に
て
完
成
の
予
定
で
あ
る
が
、
発

と
し
て
は
経
済
学
部
（
経
済
学
科
）
及
び
理
学
部
（
数
学
科
・
物
理
学
科
）
と
し
、

四
十
三
年
度
よ
り
ॱ
次
両
学
部
内
の
学
科
増
設
と
法
学
部
・
工
学
部
の
新
設
を
実
現
す
る
。
現
在
の
既
成
大
学
（
特
に
国

立
大
学
）
に
ԙ
て
は
、
各
学
部
が
全
く
独
立
無
関
係
の
教
科
運
営
を
行
つ
て
ゐ
る
が
故
に
、
真
の
૰
合
大
学
の
実
は
挙
が

つ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
反
省
し
、
本
大
学
に
ԙ
て
は
例
え
ば
経
済
学
部
と
理
学
部
特
に
数
学
科
と
の
連
ܨ
を
密
に
し
、
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両
者
が
一
体
と
な
つ
て
現
代
産
業
の
合
理
的
経
営
に
役
立
つ
よ
う
な
人
材
の
育
成
に
務
め
る
。

�
一
、�

道
義
的
精
神
教
育
に
重
き
を
置
き
、
偏
狭
排
他
的
な
日
本
主
義
で
は
な
く
、
多
方
面
の
豊
か
な
教
養
を
身
に
つ
け
、
現
代

の
世
界
情
勢
を
理
解
し
得
る
国
際
的
感
覚
を
体
得
し
、
而
も
祖
国
日
本
の
国
家
社
会
に
対
し
て
責
任
・
義
務
感
に
徹
す
る

真
の
自
由
民
主（

マ
マ
）義

の
愛
国
的
日
本
人
を
養
成
す
る
。
そ
の
た
め
原
則
と
し
て
全
ྈ
制
を
ෑ
き
、
倫
理
的
人
間
形
成
は
道
徳

教
育
及
び
学
ज़
研
究
能
力
ᔻ
養
に
関
す
る
学
生
補
導
員
の
充
実
に
重
点
を
置
く
と
同
時
に
、
学
生
補
導
課
の
充
実
と
共
に

ྈ
生
活
に
ԙ
て
徹
底
的
に
行
う
。
ྈ
の
建
設
は
四
十
年
度
よ
り
始
め
る
。

�

一
、�

経
済
学
部
に
ԙ
て
は
象
է
の
ౝ
的
抽
象
理
論
に
偏
す
る
事
な
く
、
実
社
会
の
産
業
経
営
に
直
接
役
立
つ
諸
学
科
に
重
点
を

置
き
、
ま
た
理
学
部
に
ԙ
て
は
独
創
的
科
学
者
・
ٕ
ज़
者
と
な
り
得
る
よ
う
、
応
用
数
学
・
応
用
物
理
学
に
重
点
を
置
く
。

�

一
、�

教
官
の
研
究
を
完
全
な
ら
し
め
る
た
め
、
研
究
ࣨ
、
実
験
設
備
を
完
備
し
、
研
究
に
ඞ
要
な
文
献
、
参
考
図
書
、
専
門
雑

誌
、
研
究
実
験
ث
ց
を
充
分
に
購
入
す
る
。
な
ほ
少
壮
有
ҝ
の
教
官
を
養
成
し
、
短
か
く
と
も
二
年
間
の
海
外
留
学
制
度

を
設
け
、
我
国
に
ԙ
い
て
遅
れ
た
る
諸
学
科
の
新
知
識
を
༌
入
せ
し
め
る
。
そ
の
た
め
遅
く
と
も
四
年
後
に
は
大
学
院
の

設
置
を
計
画
す
る
。

�

一
、�

産
学
協
同
の
実
現
の
た
め
に
、
合
理
的
経
営
、
基
ૅ
科
学
、
工
業
ٕ
ज़
に
関
す
る
依
託
研
究
に
応
ず
る
態
勢
を
備
え
、
ま

た
広
く
産
業
界
の
研
究
所
、
生
産
工
場
と
の
協
力
研
究
を
推
進
す
る
。

�

一
、�

対
外

易
促
進
の
一
環
と
し
て
、
ア
ジ
ア
後
進
諸
国
の
留
学
生
の
受
容
れ
態
勢
を
備
え
、
外
国
人
学
生
に
対
し
て
は
特
別

の
教
育
を
施
し
、
ま
た
外
国
人
専
用
の
ྈ
を
設
置
す
る
。

�

一
、�

学
校
経
営
と
教
官
の
研
究
及
び
学
生
の
教
育
と
を
一
体
化
す
る
た
め
学
長
は
理
事
長
を
兼
ね
、
理
事
は
主
と
し
て
教
授
陣

よ
り
選
出
す
る
。
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上
賀
ໜ
の
土
地
の
ି
与
が
確
定
し
た
の
は
先
述
の
よ
う
に
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
二
十
七
日
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
以
降
本
格
的
に
創
設
活
動
を
行
う
に
は
、
個
人
で
は
な
く
組
織
と
し
て
動
く
ඞ
要
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
荒
木
と
小
野
は
大
学
設
立
準
備
委
員
会
を
結
成
す
る
こ
と
に
す
る
。
昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）二
月
八
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
と
い
っ
て
も
、
メ
ン
バ
ー
は
わ
ず
か
四
人
で
あ
っ
た
。
荒
木
と
小
野
、
そ
れ
に
荒
木
の
京
都
帝
国
大
学
で
の
教
え
子
で
あ
っ
た

ࣳ
原
᭼
一
と
ߐ
本
༞
治
の
二
人
で
あ
っ
た
（「
想
い
出
話　

二
」）。
こ
の
二
人
は
荒
木
に
大
学
創
設
の
誘
い
が
あ
っ
た
当
初
か
ら
、

荒
木
が
相
談
を
行
い
、現
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
荒
木
と
小
野
を
支
え
て
き
た
人
達
で
あ
っ
た
。
ࣳ
原
は
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）

九
月
に
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
後
、
広
島
高
等
師
範
学
校
講
師
、
佛
教
大
学
教
授
を
経
て
当
時
龍
谷
大
学
教
授
で
あ
っ
た
が
、
福
知

山
で
の
大
学
創
設
活
動
を
始
め
た
直
後
に
荒
木
は
ࣳ
原
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
四
月
二
十
日
条
）、
そ
れ
以
後

例
え
ば
、
ࣳ
原
は
龍
谷
大
学
経
済
学
部
の
設
置
の
時
の
状
況
を
伝
え
る
な
ど
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
五
月
四
日
条
）、
頻
繁
に
荒
木

と
会
っ
た
り
行
動
を
共
に
し
た
り
し
て
い
る
。
他
方
、
ߐ
本
は
ࣳ
原
よ
り
も
四
年
早
い
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
三
月
に
京
都
帝

国
大
学
を
卒
業
し
、
九
州
帝
国
大
学
助
教
授
を
務
め
た
が
、
病
気
に
な
り
戦
後
は
ඡ
࠹
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
研
究
を
続
け
、

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら
ذ
ෞ
県
立
医
科
大
学
教
授
に
就
任
し
た
（
ࣳ
原
と
ߐ
本
に
つ
い
て
は
吉
田
淳
三
「
ߐ
本
༞
治
・

ࣳ
原
᭼
一
両
先
生
を
ࣱ
ん
で
」、
日
本
天
文
学
会
『
天
文
月
報
』
第
六
五
巻
第
四
号
、
一
九
七
二
年
を
参
照
）。
ߐ
本
も
ࣳ
原
と
ほ
ぼ

同
じ
頃
に
荒
木
か
ら
相
談
を
受
け
た
よ
う
で
、
以
後
、彼
も
頻
繁
に
荒
木
と
会
っ
て
い
る（『
日

記
』）。
こ
れ
ら
の
人
達
と
本
格
的
な
創
設
活
動
を
荒
木
は
始
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

委
員
会
及
び
設
立
事
務
所
は
京
都
市
左
京
区
吉
田
の
荒
木
の
家
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
田
村
洋
幸
『
大
学
の
道
標
』、「
京
都
産
業
大
学
設
置
要
項
」）。

　

大
学
の
開
学
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
四
月
一
日
を
予
定
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
時

大
学
ࢪ
ઃ
の

ݐ
ઃ
։
࢝

荒木俊馬ؐྐྵ祝լ会の
੮্におけるߐ本༞࣏
（昭和32年）
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点
で
既
に
余
す
と
こ
ろ
は
一
四
ヵ
月
し
か
な
く
、
し
か
も
設
置
認
可
の
申
請
書
は
開
学
の
前
年
九
月

ま
で
に
文
部
省
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
時
間
的
余
裕
は
わ
ず
か
八
ヵ
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
早
急
に
建
設
工
事
に
取
り
か
か
る
ඞ
要
が

あ
っ
た
が
、
実
は
こ
の
時
点
で
は
建
設
工
事
を
行
う
業
者
は
ま
だ
正
式
に
決
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
の
夏
以
降
、
上
賀
ໜ
の
土
地
を
建
設
地
と
決
め
た
頃
か
ら
、
荒
木
ら
は
建
設
を
引
き
受
け
て
く
れ

る
業
者
の
選
定
を
始
め
て
い
た
。
最
初
、
荒
木
ら
が
接
触
し
た
の
は
熊
谷
組
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
小
野
が
同
社
の
副
社
長
と
同
郷
で

あ
っ
た
か
ら
で
、そ
の
伝
手
を
た
ど
っ
て
同
社
に
建
設
工
事
一
切
の
引
き
受
け
を
依
頼
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る（「
想
い
出
話　

二
」）。

そ
の
後
、
熊
谷
組
の
大
阪
支
ళ
や
京
都
出
張
所
と
の
連
絡
は
行
っ
て
い
た
ら
し
く
、
土
地
の
ି
与
が
決
定
す
る
と
、
熊
谷
組
が
実
地

測
量
を
行
い
、
建
設
計
画
の
策
定
を
始
め
た
。
こ
の
過
程
で
、
Ҍ
馬
街
道
か
ら
の
進
入
道
路
を
造
る
た
め
に
、
そ
の
付
近
の
ྡ
接
地

の
利
用
が
ඞ
要
で
あ
っ
た
の
で
、
所
有
者
三
人
に
働
き
か
け
て
、
そ
れ
ら
の
土
地
を
入
手
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
三

一
郎
を

発
起
人
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
土
地
の
入
手
に
三

の
協
力
を
得
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
（『
日
記
』
一
九
六
三

年
十
二
月
二
十
九
日
条
、
一
九
六
四
年
三
月
四
・
七
日
条
）。

本
学
に
は
、
熊
谷
組
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
ෑ
地
・
道
路
の
工
事
費
用
の
内
༁
書
を
含
む
見
積
書
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
（「
京

都
産
業
大
学
ෑ
地
及
び
道
路
造
成
工
事
費
用
見
積
案
」）、
熊
谷
組
の
作
業
は
か
な
り
進
ん
で
い
た
よ
う
で
、
荒
木
ら
は
昭
和
三
十
九

年
（
一
九
六
四
）
の
四
月
ご
ろ
ま
で
は
、
熊
谷
組
に
工
事
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
熊
谷

組
大
阪
支
ళ
は
、
工
事
に
ඞ
要
な
資
金
の
༥
資
を
受
け
る
た
め
に
ۜ
行
と
交
渉
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
交
渉
は
な
か
な
か
進
ま

ず
、
荒
木
や
小
野
も
ۜ
行
に
出
向
い
て
「
新
大
学
創
設
に
関
す
る
事
情
・
経
済
に
就
い
て
詳
細
に
説
明
」
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
結
局
は
そ
の
ۜ
行
は
こ
の
事
業
へ
の
༥
資
を
断
っ
た
と
い
う
（「
想
い
出
話　

四
」）。
荒
木
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
恐
ら

く
ۜ
行
側
と
し
て
は
、
ま
だ
学
校
法
人
も
、
従
っ
て
財
産
も
無
く
、
文
部
省
か
ら
大
学
設
置
の
認
可
が
下
り
る
か
൱
か
全
く
未
知
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数
の
大
学
建
設
工
事
に
数
ԯ
と
い
う
༥
資
を
す
る
の
は
危
ݥ
だ
と
判
断
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、「
そ
れ
以
来
、
熊
谷
組
大

阪
支
ళ
に
は
工
事
引
受
け
を
᪳

す
る
よ
う
な
気

が
感
ͥ
ら
れ
」
た
と

い
う
の
で
あ
る
（
同
前
）。
そ
の
た
め
、
荒
木
ら
は
他
に
建
設
工
事
を
引

き
受
け
て
く
れ
る
企
業
が
な
い
か
再
度
୳
し
始
め
た
。
荒
木
は
彼
ら
が
あ

た
っ
た
企
業
は
清
水
建
設
、
間
組
（
現
在
の
安
藤
ϋ
β
マ
）、
藤
田
組
（
現

在
の
フ
ジ
タ
）、
大
成
建
設
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
同
前
）。
現
在
確

認
が
取
れ
る
の
は
、
藤
田
組
と
大
成
建
設
で
あ
る
が
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
六
月
十
六
・

二
十
二
日
条
）、
そ
の
な
か
で
最
も
熱
心
だ
っ
た
の
は
藤
田
組
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
想
い

出
話　

四
」）。
し
か
も
、
藤
田
組
が
提
示
し
た
工
事
の
見
積
も
り
は
ど
こ
よ
り
も
安
価
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
た
め
、
荒
木
ら
は
、
藤
田
組
に
建
設
工
事
を
委
託
す
る
こ
と
に
決
し

た
。
し
か
し
、
既
に
熊
谷
組
に
は
か
な
り
の
作
業
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
藤
田
組
へ

の
発
注
は
熊
谷
組
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
小
野
が
熊

谷
組
の
本
社
に
行
っ
て
、
交
渉
し
た
結
果
、「
熊
谷
組
は
ԁ
満
に
工
事
か
ら
手
を
引
く
こ
と

を
承
諾
し
た
」
と
い
う
（「
想
い
出
話　

四
」、『
日
記
』
一
九
六
四
年
六
月
二
十
三
日
条
）。�

藤
藤
田
組
と
の
間
に
仮
ܖ
約
を
క
結
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
七
月
三
日

で
あ
っ
た
（『
日
記
』）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
建
設
工
事
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て
い
き
、
ま
ず
、

校
舎
建
設
用
地
の

地
が
行
わ
れ
た（「
想
い
出
話　

四
」）。
そ
の
作
業
が
一
ஈ
落
付
い
た
昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）九
月
五
日
、

事（昭和3�年）ઃෑ地地ݐࣷߍ

事（昭和3�年）ઃෑ地地ݐࣷߍ
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秋

れ
の
下
、
地

祭
と
校
舎
の
起
工
式
が
執
り
行
わ
れ
た
（『
日
記
』）。

こ
う
し
た
経
Ң
の
な
か
で
、
荒
木
と
小
野
に
は
ひ
と
つ
大
き
な

問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、資
金
問
題
で
あ
る
。

こ
の
大
学
設
立
構
想
が
動
き
出
し
た
時
、
そ
の
基
൫
と
な
る
組
織
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
は
、
大
学
新
設
に
は
既
存
の
学
校
法
人
や
な

ん
ら
か
の
機
関
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
組
織
が
資
金
を
ڌ
出
し
て
、
大
学
設
立

準
備
が
な
さ
れ
る
。
第
三
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
京
都
の
私
立
大
学
の
ほ
と

ん
ど
も
、
そ
う
し
た
既
存
組
織
を
基
൫
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
計
画

は
そ
う
し
た
組
織
的
基
൫
が
な
い
ま
ま
、
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
荒
木
と
小
野
は
ま
と
ま
っ
た
資
金
が
な
い
状

態
で
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
全
く
資
金
調
達
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
荒

木
に
よ
れ
ば
、「
そ
ん
な
大
学
を
創
設
す
る
の
で
あ
れ
ば
三
ԯ
五
千
万
ぐ
ら
い
は
出
資
し
て
も
よ
い
と
い
う
」（「
想
い
出
話　

三
」）

生
命
保
ݥ
会
社
が
あ
る
と
の
情
報
が
舞
い
込
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
会
社
が
出
し
た
条
件
が
、
大
学
名
に
そ

の
会
社
の
名
を
ף
す
る
こ
と
、
そ
の
会
社
の
社
長
を
学
長
と
す
る
こ
と
、
出
資
金
は
何
年
か
後
に
は
ঈ
還
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
全
学

生
に
そ
の
会
社
の
保
ݥ
に
入
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
い
、
౸
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
荒
木
は
後
に
記
し
て

い
る
（
同
前
。『
日
記
』
で
も
、
山
本
栄
吾
と
北
部
邦
雄
が
そ
の
生
命
保
ݥ
会
社
の
京
都
支
ళ
長
と
会
見
し
て
、
そ
う
し
た
相
手
方

の
意
向
を
聞
き

֒
し
て
帰
っ
て
き
た
と
い
う
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
三
年
四
月
二
十
三
日
条
））。
こ
の
経

験
か
ら
、
荒
木
は
そ
れ
以
来
、「
大
学
設
立
後
そ
の
経
営
に
一
口
で
も
容
ᄯ
す
る
権
利
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
寄
附
金
は
一
切

受
け
つ
け
ぬ
決
心
を
し
た
」
と
い
う
（「
想
い
出
話　

三
」）。
他
方
、
既
述
の
よ
う
に
荒
木
ら
は
発
起
人
集
め
に
ຉ

し
た
が
、
そ

ࢿ
ۚ
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の
際
発
起
人
に
名
を
連
ね
て
も
ら
う
に
あ
た
っ
て
は
、「
決
し
て
後
で
経
済
的
な
御


を
か
け
る
よ
う
な
事
は
க
し
ま
せ
ん
」
と

言
っ
て
依
頼
し
て
い
た
よ
う
で
（「
想
い
出
話　

二
」）、
発
起
人
に
ॺ
名
を
も
ら
っ
て
も
そ
れ
が
即
資
金
調
達
に
つ
な
が
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
資
金
の
目
ॲ
が
た
た
な
い
ま
ま
に
活
動
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
ඞ
要
な
資
金
は
荒

木
と
小
野
が
個
人
的
に
ෛ
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
荒
木
は
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
三
月
に
退
職
す
る
ま
で
は
大
谷

大
学
の
教
授
職
に
あ
り
、
他
方
小
野
は
鳥
取
で
専
門
学
校
の
経
営
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
を

元
に
活
動
費
を
೧
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

荒
木
の
『
日
記
』
に
は
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
一
月
に
一
人
、
さ
ら
に
日
を
置
い
て
ࣳ
原
᭼
一
が
現
金
を
持
っ
て
き
て
そ

れ
を
ۜ
行
の
定
期
に
入
れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
あ
り
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
一
月
八
・
九
日
条
）、
ま
た
荒
木
も
そ
の
一
員
で

あ
っ
た
ஸ
ಫ
会
会
員
一
一
名
連
名
に
よ
っ
て
寄
付
金
が
贈
ఄ
さ
れ
て
い
る
の
で
（「
寄
付
金
贈
ఄ
連
名
簿
」）、
ঃ
々
に
は
寄
付
金
が

集
ま
り
だ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
荒
木
自
身
も
大
谷
大
学
を
辞
め
る
に
あ
た
っ
て
得
た
退
職
金
を
設
立
資
金
と
し
て
ۜ
行

に
入
れ
て
い
た
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
三
月
三
十
一
日
条
、
同
年
七
月
二
十
日
条
）。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、「
運
動
費
で
は

な
く
、
大
学
設
置
に
ඞ
要
な
準
備
資
金
」（「
想
い
出
話　

三
」）
と
し
て
は
全
く
不

で
あ
っ
た
。
一
時
は
二
ԯ
ԁ
の
寄
付
出
፷
の

話
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
不
調
に
終
わ
っ
て
い
る
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
四
月
二
十
四
日
条
、「
中
西
խ
市
よ
り
荒
木

俊
馬
・
京
子
あ
て
書
状
」
一
九
六
四
年
五
月
二
日
付
）。
そ
う
し
た
状
態
の
な
か
で
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
の
初
夏
に
な
っ

て
よ
う
や
く
資
金
調
達
の
目
ॲ
が
立
つ
。
中
学
校
と
高
等
学
校
を
運
営
し
て
い
た
東
山
学
園
が
大
学
設
立
資
金
を
༥
通
し
て
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

東
山
学
園
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
知
Ը
院
の
学
問
所
と
し
て
発

し
、
旧
制
の
東
山
中
学
校
を
設
立
し
た
後
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
新
制
の
東
山
中
学
校
を
設
立
し
て
、
さ
ら
に
翌
年
に
東
山
高
等
学
校
を
設
立
し
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た
。
そ
の
母
体
は
財
団
法
人
東
山
学
園
で
あ
っ
た
が
、
私
立
学
校
法
の
公
布
に
合
わ
せ
て
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
学

校
法
人
東
山
学
園
に
改
組
さ
れ
た
。
そ
の
傘
下
に
あ
っ
た
東
山
高
校
は
、
普
通
科
だ
け
で
発

し
た
当
初
は
一
時
校
勢
が
ふ
る
わ

な
か
っ
た
も
の
の
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
商
業
科
を
増
設
し
て
以
降
受
験
生
が
増
加
し
、
昭
和
三
十
八
年
度
の
志
願

者
が
三
〇
〇
〇
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
（
東
山
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
編
『
東
山
学
園
百
年
史
』
一
九
六
七
年
）。
そ
の

東
山
学
園
の
当
時
の
藤
原
弘
道
理
事
長
が
、
荒
木
ら
が
大
学
創
設
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
趣
旨
に

賛
同
し
て
支
援
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
同
学
園
が
支
援
を
決
め
た
の
は
、「
中
学
、
高
校
、
大
学
へ
の
一
貫
し

た
教
育
路
線
を
打
立
て
る
た
め
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
『
東
山
学
園
百
年
史
』）。
こ
の
時
、
同
学
園
か
ら
༥
資
さ
れ
た
資
金
は

一
五
〇
〇
万
ԁ
で
あ
っ
た
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
六
月
一
日
条
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
荒
木
ら
は
、
設
置
申
請
書
類
の
作
成
に
専
念
で

き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
荒
木
ら
は
、
設
立
事
務
所
を
吉
田
の
荒
木
の
自

か
ら
、
京
都
市
中
京
区
ӊ
ؙ
通
ଢ଼
ༀ
師
の
千
代

田
生
命
京
都
Ϗ
ル
の
三
階
に
移
す
こ
と
に
す
る
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
五
月
六
・
七
・
十
四
日
条
）。

な
お
、
こ
の
支
援
開
始
を
機
に
、
東
山
学
園
の
藤
原
弘
道
理
事
長
が
、
副
委
員
長
と
し
て
設
立
委
員
会
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
藤
原
弘
道
『
ચ
心
抄
』
藤
原
弘
道
先
生
古
ك
記
念
会
、
一
九
七
三
年
。
同
書
で
は
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
四
月
一
日
に
副

委
員
長
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
経
Ң
か
ら
し
て
こ
れ
は
ޡ
り
で
あ
る
。な
お
、
藤
原
が
副
委
員
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
Ｐ
Ｔ
Ａ
新
聞
』
一
九
六
五
年
一
月
一
日
付
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
）。

荒
木
ら
が
千
代
田
生
命
Ϗ
ル
の
一
ࣨ
で
設
立
事
務
所
を
開
設
し
た
の
は

昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
六
月
一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
荒
木

ら
は
初
め
て
女
子
事
務
員
を
採
用
し
、
翌
日
も
う
一
人
が
加
わ
っ
て
、
こ
の
二
人
を
加
え
て

荒
木
ら
は
設
置
認
可
申
請
書
の
作
成
に
本
格
的
に
取
り
か
か
っ
た
（『
日
記
』
一
九
六
四
年

ಓ߂ݪ౻

ઃ
ஔ
ೝ
Մ
ਃ


ॻ
の
࡞

ண
ख
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六
月
一
日
条
）。

こ
の
時
、
荒
木
ら
が
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
二
種
類
の
申
請
書
で
あ
っ
た
。
一
つ
が
学
校
法
人
の
寄
附
行
ҝ
認
可

申
請
書
で
他
が
大
学
設
置
認
可
申
請
書
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
こ
の
創
設
計
画
は
母
体
の
法
人
が
な
い
ま
ま
に
進
め
ら
れ
た
の

で
、
ま
ず
学
校
法
人
の
設
立
が
ඞ
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
寄
附
行
ҝ
、�

設
立
趣
意
書
、
財
産
目
録
、
寄
附
申
込
書
、
設
立
決
議
録
、

不
動
産
等
の
資
産
に
つ
い
て
の
明
細
と
ূ
明
書
、
申
請
年
度
の
予
算
書
及
び
設
立
後
四
ヵ
年
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書

等
を
含
む
も
の
で
、
小
野
が
一
人
で
担
当
し
て
作
成
し
た
（「
想
い
出
話　

五
」、「
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請

書
」）。
他
方
、
大
学
の
設
置
認
可
申
請
書
は
荒
木
が
中
心
に
な
っ
て
作
成
し
た
。
た
だ
、こ
の
過
程
の
荒
木
の
『
日
記
』
を
見
る
と
、

頻
繁
に
荒
木
の
弟
子
で
あ
っ
た
ࣳ
原
᭼
一
と
ߐ
本
༞
治
の
名
が
現
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
が
荒
木
の
申
請
書
作
成
に
尽
力
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
（『
日
記
』）。
そ
れ
と
同
時
に
、
発
起
人
に
も
名
を
連
ね
て
い
た
西
内
խ
も
申
請
書

の
作
成
に
側
面
か
ら
協
力
し
て
い
た
。

　

西
内
は
皇
国
史
観
に
共
໐
し
て
、
既
述
の
平
泉
澄
の
門
下
と
な
っ
た
和
暦
・
暦
法
の
研
究
者

で
あ
り
、
戦
時
期
に
は
陸
軍
教
授
、
総
力
戦
研
究
所
所
員
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
（
前
掲
『
平

泉
澄
』、
及
び
「
西
内
խ
履
歴
書
」、
国
立
公
文
書
館
蔵
「
京
都
産
業
大
学
設
置
認
可
申
請
書
」

所
収
）。
西
内
は
、
戦
後
は
、
܈
馬
大
学
を
経
て
皇
學
館
大
学
教
授
と
な
っ
た
が
、
昭
和
三
十
九

年
（
一
九
六
四
）
三
月
に
同
大
学
を
退
職
し
て
い
た
（
前
掲
「
西
内
խ
履
歴
書
」）。
こ
の
西
内

と
は
、
荒
木
は
暦
法
の
研
究
と
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
る
ほ
か
、
考
え
方
も
ࣅ
通
っ
て
い
る
か

ら
か
古
く
か
ら
見
知
っ
て
い
た
が
（『
日
記
』
一
九
四
三
年
十
一
月
二
日
条
）、
創
設
活
動
に

入
っ
て
か
ら
は
た
び
た
び
会
っ
た
り
、
連
絡
を
取
っ
た
り
し
て
い
た
（『
日
記
』
一
九
六
三
年

ઃ立事ॴでઃஔ४උにۈしΉ荒木とখ野（昭和3�年）
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七
月
二
十
四
日
・
八
月
二
十
八
日
条
、
一
九
六
四
年
一
月
九
日
・
二
月
二
十
日
・
四
月
十
五
日
・
五
月
九
日
条
）。
そ
の
際
、
時
に

は
小
野
と
一
緒
に
会
っ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
は
大
学
設
置
に
つ
い
て
の
相
談
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
事
実
、
荒
木
は
西
内
に
設

立
準
備
委
員
会
の
東
京
駐
在
「
常
任
委
員
」
を
依
頼
し
、
西
内
も
そ
れ
を
引
き
受
け
て
い
る
（「
西
内
խ
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」

一
九
六
四
年
四
月
十
七
日
付
）。
西
内
は
、
ど
う
や
ら
戦
前
の
活
動
か
ら
か
、
官
界
や
教
育
界
に
人
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
い

た
よ
う
で
、
荒
木
は
そ
れ
に
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
内
は
荒
木
に
大
学
設
立
に
関
わ
る
情
報
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、
文
部
省
の
担
当
者
と
事
前
相
談
も
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（「
西
内
խ
よ
り

荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
六
四
年
四
月
二
日
付
。
こ
の
書
状
で
は
、
私
大
の
審
査
が
厳
重
に
な
る
旨
の
新
聞
報
道
が
あ
っ
た
こ
と

に
対
し
て
、
文
部
省

理
局
ৼ
興
課
の
課
長
補
佐
と
会
談
し
た
結
果
を
報
告
し
て
い
る
）。
そ
の
こ
と
は
、
当
時
日
本
育
英
会
理
事

で
あ
っ
た
春
山
ॱ
之
ี
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
て
、
西
内
が
荒
木
の
起
草
し
た
設
立
趣
意
書
に
手
を
入
れ
て
修
正
を
促
し
て
い
る
書

状
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（「
西
内
խ
よ
り
荒
木
俊
馬
あ
て
書
状
」
一
九
六
四
年
六
月
五
日
付
）。

春
山
は
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
か
ら
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
ま
で
文
部
省
学
校
教
育
局
大
学
教
育
課
長
・
大
学
学

ज़
局
大
学
課
長
を
一
四
年
間
に
わ
た
っ
て
務
め
た
大
学
行
政
の
専
門
家
で
あ
っ
た
（
春
山
に
つ
い
て
は
、『
人
事
興
信
録
』
第
二
二
版
、

人
事
興
信
所
、一
九
六
四
年
を
参
照
）。
こ
の
書
状
で
、西
内
は
春
山
が
大
学
名
に
つ
い
て
「
ひ
っ
か
ゝ
る
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
と
、

設
立
趣
意
書
に
つ
い
て
項
目
の

理
や
内
容
に
修
正
点
を
示
ࠦ
さ
れ
た
と
し
て
、
具
体
的
に
荒
木
が
書
い
た
「
設
立
趣
意
」
に
書
き

込
み
を
行
っ
た
も
の
を
荒
木
に
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
に
௲
ら
れ
た
「
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
設
立
趣

意
書
」
は
後
に
示
す
が
、
前
掲
の
「
京
都
産
業
大
学
設
立
趣
意
」
と
比
べ
る
と
、
記
述
の
ॱ
序
が
変
わ
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
全
ྈ

制
に
つ
い
て
の
記
述
や
留
学
生
用
の
ྈ
に
つ
い
て
の
記
述
、
さ
ら
に
学
長
と
理
事
長
の
兼
任
と
教
授
陣
か
ら
の
理
事
選
任
の
記
述
が

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
は
西
内
が
春
山
の
指
摘
と
し
た
Օ
所
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
春
山
の
指
摘
を
受
け
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た
西
内
に
よ
る
助
言
の
大
ے
を
、
荒
木
が
受
け
入
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
趣
意
書
の
完
成
と
と
も
に
設
置
認
可
が
た
や
す
く

な
る
こ
と
を
一
面
で
は
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
西
内
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
設
立
趣
意
書

�　

本
学
は
学
校
教
育
基
本
法
の
精
神
に
則
り
、
特
に
建
国
以
来
の
日
本
の
歴
史
と
美
し
い
道
義
的
伝
統
を
重
ん
じ
、
日
本
民
族

の
団
結
と
祖
国
の
独
立
、
防
衛
の
精
神
に
徹
し
た
真
の
日
本
人
と
し
て
開
放
経
済
、
自
由

易
の
国
際
大
勢
に
備
え
て
日
本
将

来
の
産
業
界
の
経
営
ฒ
び
に
科
学
、
ٕ
ज़
の
指
導
者
た
る
べ
き
青
年
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

�　

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
道
義
的
精
神
教
育
に
重
点
を
置
き
偏
狭
排
他
的
な
日
本
主
義
で
は
な
く
、
広
範
囲
の
豊
か
な

教
養
を
身
に
つ
け
現
代
の
世
界
情
勢
を
十
分
に
理
解
し
得
る
国
際
的
感
覚
を
持
ち
し
か
も
祖
国
日
本
の
国
家
社
会
に
対
し
て
責

任
、
義
務
感
に
徹
す
る
真
の
自
由
民
主
主
義
の
愛
国
的
日
本
人
を
養
成
す
る
。
そ
の
た
め
道
徳
教
育
及
び
学
ज़
研
究
能
力
ᔻ
養

に
関
す
る
学
生
補
導
組
織
を
充
実
す
る
。

�　

本
大
学
は
法
・
経
・
理
・
工
の
四
学
部
よ
り
成
る
産
学
協
同
の
四
年
制
総
合
大
学
で
あ
る
。
十
年
計
画
に
て
完
成
の
予
定
で

あ
る
が
発

と
し
て
は
、
経
済
学
部
（
経
済
学
科
）
及
び
理
学
部
（
数
学
科
、
物
理
学
科
）
の
二
学
部
と
し
四
十
二
年
度
よ
り

ॱ
次
両
学
部
内
の
学
科
増
設
（
経
済
学
部
に
経
営
学
科
、
理
学
部
に
化
学
科
そ
の
他
）
と
法
学
部
、
工
学
部
の
設
立
を
実
現
す

る
。

�　

現
在
既
成
大
学
の
多
く
に
ԙ
て
は
各
学
部
が
全
く
独
立
無
関
係
な
教
科
運
営
を
行
つ
て
い
る
が
故
に
真
の
総
合
大
学
の
実
は

挙
つ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
特
に
反
省
し
本
大
学
に
ԙ
て
は
例
え
ば
経
済
学
部
と
理
学
部
特
に
数
学
科
と
の
連
関
を
密
に
し
両

者
が
一
体
と
な
つ
て
現
代
産
業
の
合
理
的
経
営
に
実
際
に
役
立
つ
よ
う
な
人
材
の
育
成
に
務
め
る
。

�　

経
済
学
部
に
ԙ
て
は
象
է
の
ౝ
的
抽
象
理
論
に
偏
す
る
事
な
く
実
社
会
の
産
業
経
営
に
直
接
役
立
つ
諸
学
科
に
重
点
を
置
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き
、
特
に
現
代
経
済
界
の
大
勢
に
即
応
し
て
数
理
経
済
的
方
面
の
諸
学
科
の
教
育
を
重
視
す
る
。
理
学
部
に
ԙ
て
は
独
創
的
科

学
者
、
発
明
的
ٕ
ज़
者
と
な
り
得
る
よ
う
応
用
数
学
、
応
用
物
理
学
に
重
点
を
置
き
、
特
に
数
学
科
で
は
電
子
計
算
機
の
理
論

と
実
際
に
関
す
る
徹
底
的
知
識
を
与
え
経
営
事
務
の
Φ
ー
ト
メ
ー
シ
ヨ
ン
化
な
ど
、
産
業
に
ඞ
要
な
諸
部
門
の
教
育
に
力
を
注

ぐ
。

�　

本
学
は
学
ज़
の
研
究
を
徹
底
せ
し
め
る
た
め
研
究
ࣨ
実
験
装
置
を
完
備
し
研
究
に
ඞ
要
な
文
献
参
考
図
書
、
専
門
雑
誌
、
研

究
ࣨ
実
験
ث
ց
を
十
分
に
購
入
す
る
。
ঘ
少
壮
有
ҝ
な
教
官
、
研
究
員
を
養
成
す
る
た
め
海
外
留
学
制
度
を
設
け
、
本
邦
に
ԙ

て
遅
れ
て
い
る
諸
学
科
の
新
知
識
を
༌
入
さ
せ
る
。

�　

本
学
は
研
究
、
教
育
が
現
代
の
実
社
会
か
ら
༡
離
す
る
こ
と
を
ආ
け
る
た
め
産
学
協
同
の
態
勢
を

え
工
業
ٕ
ज़
に
関
す
る

依
託
研
究
に
応
ず
る
教
員
陣
容
と
研
究
施
設
を
備
え
、
ま
た
広
く
産
業
界
の
研
究
ࣨ
、
生
産
工
場
と
の
直
結
的
協
力
研
究
を
推

進
す
る
。

�　

本
学
は
ア
ジ
ア
後
進
諸
国
及
び
南
中
米
大
陸
日
系
市
民
二
世
の
留
学
生
の
受
容
れ
態
勢
を

え
外
国
人
学
生
に
対
し
て
は
特

別
の
教
育
を
施
し
、
以
つ
て
対
外

易
ৼ
興
の
一
環
に
資
す
る
。　

国
立
公
文
書
館
蔵
「
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
所
収

な
お
、
荒
木
自
身
も
春
山
か
ら
の
指
摘
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
西
内
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
は
触

れ
て
い
な
い※

。

※�「
当
時
、
大
学
学
ज़
局
の
課
長
を
最
後
に
定
年
退
官
し
て
育
英
会
の
理
事
長
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
春
山
ॱ
之
ี
氏
（
今
は
故
人
）
が
特
に
本
学
創
設
の
熱
心��

な
賛
同
者
で
、
学
校
法
人
認
可
の
ҝ
の
寄
附
行
ҝ
に
関
す
る
文
書
な
ど
は
、
ຆ
ん
ど
春
山
氏
の
教
示
に
よ
っ
て
完
全
に
な
っ
た
よ
う
な
次
第
で
し
た
」（「
想
い
出

話　

五
」）。
こ
こ
で
荒
木
は
春
山
を
日
本
育
英
会
の
理
事
長
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
理
事
長
は
緒
方
信
一
と
い
う
元
の
文
部
事
務
次
官
で
（
前
掲
『
人
事
興
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信
録
』
第
二
二
版
）、
春
山
は
理
事
で
あ
っ
た
（
同
前
）。

第
二
節　

認
可
申
請
と
結
果

こ
う
し
て
大
学
の
認
可
申
請
書
の
作
成
が
始
ま
っ
た
が
、そ
の
中
心
は
な
に
よ
り
も
教
員
組
織
に
あ
り
、荒
木
に
と
っ

て
は
そ
の
教
員
を
ど
の
よ
う
に
集
め
る
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
設
置
す
る
大
学
の
構
想
を
基

に
、
荒
木
ら
は
協
力
し
て
く
れ
る
研
究
者
の
確
保
の
た
め
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
、
荒
木
に
と
っ
て
は
、
こ
の
計
画
に

参
画
し
て
も
ら
い
た
い
研
究
者
は
、「
各
専
門
分
野
の
権
Җ
者
」
だ
け
で
な
く
、「
将
来
有
望
の
少
壮
学
徒
」
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
加
え
て
「
思
想
堅
実
、
人
格
高
ܿ
」
と
い
う
要
件
を
備
え
た
人
材
で
あ
っ
た
（「
京
都
産
業
大
学
設
立
趣
意
書
」）。
し
か
も
、
理

学
部
と
経
済
学
部
と
い
う
二
つ
の
学
問
領
域
と
と
も
に
、
教
養
課
程
で
は
自
然
科
学
、
社
会
科
学
、
人
文
科
学
の
三
領
域
で
教
養
科

目
を
講
じ
る
教
員
も
集
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
教
員
の
選

に
も
多
く
の
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
。

こ
の
教
員
選

に
あ
た
っ
て
、
理
系
の
研
究
者
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
荒
木
が
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
の
元
教
授
で
あ
る
と
と

も
に
、
彼
の
弟
子
で
あ
る
ࣳ
原
᭼
一
と
ߐ
本
༞
治
が
実
務
面
で
か
な
り
動
い
て
い
た
の
で
、
京
都
帝
国
大
学
系
を
中
心
に
人
材
の
手

当
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
表
��
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
設
置
認
可
申
請
の
際
の
理
学
部
及
び
一
般
教
育
の
自
然

科
学
系
科
目
の
専
任
教
員
予
定
者
の
七
割
強
が
京
都
帝
国
大
学
も
し
く
は
新
制
の
京
都
大
学
の
大
学
院
あ
る
い
は
学
部
卒
業
者
で
占

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
他
、
荒
木
ら
は
理
学
部
と
自
然
科
学
系
の
非
常
勤
の
講
師
と
し
て

一
一
人
採
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
彼
ら
も
す
べ
て
京
都
帝
国
大
学
と
京
都
大
学
の
出
身
者
で
あ
っ
た
）。
ま
た
、
そ
の
他
の

大
学
の
出
身
者
に
つ
い
て
も
、
荒
木
が
宇
宙
物
理
学
者
と
し
て
学
会
の
権
Җ
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
情
報
は
得
や
す
か
っ
た
と
考

教
һ
ू
Ί
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え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
系
に
つ
い
て
は
、

論
そ
れ
な
り
の
ࠔ
難
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
程
度
は
ス
ム
ー
ζ
に

進
ん
だ
と
み
て
よ
い
。

他
方
、
経
済
学
部
と
教
養
課
程
で
の
社
会
科
学
系
の
教
員
集
め
は
、
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
荒
木
は
経
済
学
者

と
交
流
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
作
田
荘
一
と
伊
部
政
一
と
は
親
交
が
深
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
の
教
員

集
め
も
行
わ
れ
て
い
る
。
荒
木
は
伊
部
を
通
じ
て
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
部
出
身
の
経
済
学
者
柴
田
敬
と
会
い
、
そ
の
門
下
生
二

人
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
二
人
は
、
田
村
洋
幸
と
後
に
学
長
と
な
る
新
田
政
則
で
あ
る
（『
日
記
』
一
九
六
四
年
八
月

十
三
日
条
、
田
村
洋
幸
『
大
学
の
道
標
』））。
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ト
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
領
域
で
は
、

第
三
章
第
三
節
で
触
れ
た
石
田
興
平
が
教
員
集
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
石
田
は
こ
の
当
時

滋
賀
大
学
経
済
学
部
教
授
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
身
の
彦
根
経
済
専
門
学
校
時
代
に
教
務
課
長
と
し
て
、
同
校
の
四
年
制
大
学
昇

格
運
動
の
中
心
と
な
っ
て
経

済
大
学
の
カ
リ
Ω
ュ
ラ
ム
の

策
定
や
教
員
集
め
の
経
験
を

有
し
て
い
た
（
前
掲
「�

資

料

հ�

滋
賀
大
学
経
済
経

営
研
究
所
調
査
資
料
ࣨ
報
ᶌ　

9*
「
石
田
記
念
文
ݿ
」
に
つ

い
て
」）。
そ
う
し
た
経
験
や

経
済
学
者
と
し
て
の
人
脈
を

表1�　ཧ学෦及びҰൠ教育（ࣗવՊ学ܥ
Պ୲）のઐ教һ༧ఆऀのग़大学

典拠：ʮ学ฒびに学部及び学科ผ୲教員予
ఆදʯɺ国立公文書ؗଂʮژ࢈業大学
ઃஔೝՄਃ書ʯ所ऩ

ग़大学 ਓ数
ఇ国大学ژ 12

大学大学Ӄژ  5
大学ژ  1

౦ژఇ国大学  4
ౡ文ཧ科大学  1

ౡ高等師範学校  1
大ࡕ大学大学Ӄ  1

計 25

表1�　ࡁܦ学෦及びҰൠ教育（ࣾձՊ学ܥ
Պ୲）のઐ教һ༧ఆऀのग़大学

典拠：ʮ学ฒびに学部及び学科ผ୲教員予
ఆදʯɺ国立公文書ؗଂʮژ࢈業大学
ઃஔೝՄਃ書ʯ所ऩ

ग़大学 ਓ数
ఇ国大学ژ  7

ਆށ大学大学Ӄ  2
ؔ学Ӄ大学  2
ಉࣾࢤ大学  2

ౡ大学大学Ӄ  1
青ࢁ学Ӄ大学大学Ӄ  1

大ࡕ大学大学Ӄ  1
౦ژ科大学  1

大学大学Ӄݹ໊  1
立教大学  1

計 19
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活
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
石
田
が
主
導
す
る
こ
と
で
こ
の
領
域
で
の
教
員
選


も
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（『
日
記
』、
一
九
六
四
年
〔
京
都
産
業
大

学
創
立
メ
モ
―
そ
の
二
〕
一
九
七
四
年
七
月
二
十
日
記
）。
そ
の
結
果
で
あ
ろ

う
か
、
こ
の
領
域
で
集
め
ら
れ
た
教
員
の
出
身
は
自
然
科
学
系
と
は
か
な
り
異

な
っ
て
い
た
。
表
��
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
京
都
帝
国
大
学
の
出
身

者
は
一
൪
多
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
数
は
全
体
の
四
割
弱
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
大
学
出
身
者
が
三
分
の
二
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
こ
う
し
て
石
田
を
中
心
と
し
て
教
員
選

が
進
ん
だ
結
果
、
荒
木

ら
は
よ
う
や
く
両
学
部
と
一
般
教
育
に
ඞ
要
な
教
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
概
要
を
示
し
た
の
が
、表
��
で
あ
る
。
こ
れ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

専
任
の
教
員
と
し
て
は
荒
木
自
身
を
含
め
て
完
成
年
次
ま
で
に
教
授
三
五
人
、

助
教
授
五
人
、
講
師
二
二
人
の
計
六
二
人
と
、
他
大
学
と
の
兼
任
の
い
わ
ゆ
る

非
常
勤
二
一
人
、
合
計
八
三
人
の
教
員
組
織
を
彼
ら
は
策
定
し
た
の
で
あ
る
。

併
せ
て
、
二
〇
人
の
助
手
の
採
用
も
荒
木
ら
は
決
め
て
い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
教
員
集
め
と
科
目

置
案
の
策
定

と
共
に
、
小
野
が
主
体
と
な
っ
て
法
人
と
し
て
の
認
可
を

受
け
る
た
め
の
書
類
の
作
成
も
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
九
月
三
十
日
の

受
付
క
め
切
り
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
最
終
的
に
「
寄
附
行
ҝ
認
可

ೝ
Մ
ਃ

ॻ
の

࡞

と
ఏ
出

表1�　設置ਃ࣌の教һ৫

त業科の種ྨ
৬໊

教त ॿ教त 師ߨ 計
ॿख

専 ݉ 専 ݉ 専 ݉ 専 ݉

一般教育科
ਓ文科学ܥ 2 0 1 0 0 2 3 2 0
ࣾ会科学ܥ 3 0 0 1 1 0 4 1 0
ࣗવ科学ܥ 4 0 0 0 1 2 5 2 4

֎国ޠ科 3 0 2 0 5 0 10 0 0
อ݈体育科 0 0 0 0 2 0 2 0 3

計 12 0 3 1 9 4 24 5 7

専門教育科
経済学部 経済学科 10 0 0 0 7 8 17 8 0

ཧ学部
数学科 6 0 2 0 3 1 11 1 6

ཧ学科 7 0 0 0 3 7 10 7 7
計 23 0 2 0 13 16 38 16 13

૯計 35 0 5 1 22 20 62 21 20
典拠：ʮ一ɺઃஔཁ߲ʯɺ国立公文書ؗଂʮژ࢈業大学ઃஔೝՄਃ書ʯ所ऩ
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申
請
書
」
と
な
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
法
人
の
「
寄
附
行
ҝ
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
章
総
則
、
第

二
章
目
的
及
び
事
業
、
第
三
章
役
員
及
び
理
事
会
、
第
四
章
評
議
員
会
及
び
評
議
員
、
第
五
章
資
産
及
び
会
計
、
第
六
章
解
ࢄ
及
び

合
併
、第
七
章
寄
附
行
ҝ
の
変
更
、第
八
章
補
則
の
全
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、私
立
学
校
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ

て
作
成
さ
れ
た
。
た
だ
、
私
立
学
校
法
で
は
評
議
員
に
「
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
年
ྸ
二
十
五
年

以
上
の
も
の
」（『
官
報
』
第
一
四
四
号
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日
）
を
含
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
な
お
、
設
立
後
卒

業
生
が
出
て
彼
ら
が
二
五
歳
を
超
え
る
ま
で
に
は
か
な
り
時
間
が
か
か
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
寄
附
行
ҝ
」
で
は
「
こ
の
規

定
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
ま
で
は
、
当
分
の
間
「
在
学
生
ຢ
は
卒
業
生
の
父
ܑ
」
と
読
み
替
え
る
」
こ
と
が
、
附
則
で
定
め
て
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
も
私
立
学
校
法
が
求
め
て
い
る
設
立
当
初
の
役
員
と
し
て
は
、
理
事
（
理
事
長
）
荒
木
俊
馬
の
他
、
理
事
と

し
て
、
藤
原
弘
道
、
源
田
実
、
富
田
健
治
、
西
内
խ
、
和
田
完
二
、
ߐ
本
༞
治
、
小
野
良
հ
の
七
人
と
監
事
と
し
て
ү
村
昢
夫
、
岩

畔
豪
雄
が
就
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（「
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
寄
附
行
ҝ
」
、
国
立
公
文
書
館
蔵
「
学
校
法
人
京
都
産
業
大

学
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
所
収
）
。

「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
に
は
、
こ
の
寄
附
行
ҝ
の
他
、
財
産
目
録
や
寄
附
申
込
書
等
が
付
属
書
類
と
し
て
ఴ
付
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
申
請
書
作
成
ま
で
に
金
મ
で
の
寄
付
の
申
し
込
み
を
行
っ
た
の
は
表
��
の
よ
う
に
五
八
名
で
、
そ
の
総
ֹ
は

三
ԯ
八
五
三
〇
万
ԁ
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
土
地
で
現
物
寄
付
を
行
っ
た
人
が
い
た
の
で
、
こ
の
評
価
ֹ
五
七
〇
万
六
〇
〇
〇
ԁ
を

加
え
て
、
寄
付
は
三
ԯ
九
一
〇
〇
万
六
〇
〇
〇
ԁ
と
な
っ
て
い
る※

。

※�

荒
木
は
「
寄
附
者
」
は
六
二
人
で
、
寄
付
金
の
総
計
は
「
四
ԯ�

四
百
万
六
千
ԁ
で
し
た
」（「
想
い
出
話　

三
」）
と
し
て
い
る
。

他
方
、
財
産
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
表
��
の
よ
う
に
校
地
、
校
舎
、
図
書
、
校
具
・
教
具
・
備

、
機
ց
ث
具
、
ۜ
行

༬
金
で
あ
っ
た
が
、
校
地
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
時
点
で
は
国
か
ら
の
आ
用
地
で
あ
り
、
計
上
さ
れ
て
い
る
の
は
寄
付
さ
れ
た
結
果
、
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自
己
所
有
地
と
な
っ
た
土
地
と
आ

用
土
地
の
造
成
費
を
合
わ
せ
た

五
二
一
六
万
ԁ
強
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
校
舎
も
建
設
途
上
で
あ
る
の

で
、
建
設
仮
勘
定
と
し
て
一
ԯ
ԁ

強
が
計
上
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
他
の
財
産
も
こ
の
時
点

で
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
が
発
注
ஈ

階
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
手
付
金

ֹ
が
計
上
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
内
༁
は
図
書
の
予
納
金

が
二
二
三
〇
万
ԁ
、
校
具
な
ど
が

三
〇
〇
万
ԁ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
資
産
の
な
か
で
土
地

を
除
い
て
、
荒
木
ら
が
最
も
ۤ
労

し
た
の
は
図
書
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
は
、
理
学
部
に
ඞ
要
な

実
験
機
ց
等
は
開
学
時
ま
で
に
揃

表18　ʮدෟਃࠐॻʯのدऀ໊ࢯ
໊ࢯ ਃࠐ書の

小ྑհ 1964年3݄ 8
和ా二 1964年3݄10
ീढ़一 1964年3݄10
խ 1964年4݄10
ాಓଠ 1964年4݄15
ਐ౻ӳ一 1964年4݄28
ૣ༤ 1964年5݄ 6
ࢁ 1964年5݄ 7
小௩༤ 1964年5݄13
Ԭా 1964年5݄15
҆ୡ༝ඒࢠ 1964年5݄20
ాଜՅষ 1964年5݄24
　ઃ工業ݐژ
ද者നҪਖ਼文 1964年5݄24

༐٢ 1964年6݄ 1
ଜః࣏ 1964年6݄ 3
本ؠ 1964年6݄ 5
本ఆஉؠ 1964年6݄ 5
ా݈࣏ 1964年6݄ 8
実ాݯ 1964年6݄10
ਫଇळ 1964年6݄10
本୶ߐ 1964年6݄11
ਿ本༤三 1964年6݄11
∁Ҫ一 1964年6݄11
ҏ部一 1964年6݄15
Ҫᖒਗ਼ 1964年6݄15
݉দؔ 1964年6݄15
Ճ౻Ԇ༤ 1964年6݄15
ਫঝ三 1964年6݄20
ೇ部 1964年6݄20

໊ࢯ ਃࠐ書の
త೮ਖ਼ 1964年6݄21
ਫୢ二 1964年6݄21
大౻一 1964年6݄21
தଜߒ 1964年6݄22
Տଜਙ一 1964年6݄23
ਗ਼ਫਖ਼ 1964年6݄30
੪౻ଠ 1964年7݄10
ݦอాਖ਼ٱ 1964年7݄13
࣏本༞ߐ 1964年7݄15
࣍本ળࢁ 1964年7݄15
ઍཬߥ 1964年7݄15
ਫಞ 1964年7݄20
Ԭ本三 1964年7݄23
ढ़അߥ 1964年7݄30
三Έͦら 1964年8݄ 5
൞߽༤ؠ 1964年8݄10
ঘࢤ 1964年8݄11
ۚాٛ 1964年8݄15
࢚݈ాח 1964年8݄15
高ڮ成典 1964年8݄20
和ాঢ 1964年8݄22
ଜࠀ 1964年8݄25
࣍߂࡚ٶ 1964年8݄25
学校๏ਓ౦ࢁ学Ԃ
ཧࣄ౻߂ݪಓ 1964年8݄29

ಓ߂ݪ౻ 1964年8݄29
ాอ࣏ 1964年8݄30
ҁଜউ࣍ 1964年8݄30
Ղஉాࡉ 1964年9݄ 9
ञҪް 1964年9݄ 9

典拠：ʮدෟਃࠐ書ʯɺ国立公文書ؗଂʮ学校๏ਓژ࢈業大学دෟߦҝೝՄਃ書ʯ所ऩ
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え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
「
教
養
課

程
で
の
基
ૅ
実
験
用
だ
け
で
」
よ
く
、「
専
門

課
程
用
の
物
理
実
験
機
ց
は
年
次
計
画
と
し
て

目
録
に
挙
げ
て
置
け
ば
良
か
っ
た
」（「
想
い
出

話　

五
」）
の
に
対
し
て
、
図
書
は
開
学
時
に

設
置
基
準
に
定
め
ら
れ
た
冊
数
を
揃
え
て
お
く

ඞ
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
設

置
基
準
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
一

般
教
育
科
目
の
三
分
野
（
自
然
科
学
・
社
会
科

学
・
人
文
科
学
）
で
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
冊
以

上
、
外
国
語
科
目
が
一
言
語
あ
た
り
一
〇
〇
〇

冊
以
上
、
保
健
体
育
科
目
三
〇
〇
冊
以
上
で

あ
っ
た
。
荒
木
ら
が
設
置
し
よ
う
と
し
て
い
た

大
学
は
外
国
語
に
つ
い
て
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ

語
、
ロ
シ
ア
語
、
中
国
語
を
開
講
す
る
予
定

で
あ
っ
た
の
で
、
外
国
語
科
目
用
の
図
書
は

四
〇
〇
〇
冊
以
上
ඞ
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含

め
て
一
般
教
育
用
と
し
て
七
三
〇
〇
冊
以
上
を

表19　࢈ࡒ（19�4年8݄�1ࡏݱ�୯Ґ�ԁ）

三ɺਖ਼ຯ࢈ࡒ 391,006,000

（一）࢈ࢿ

1�基本࢈ࡒ

Π校 　所༗ݾࣗ    634௶ 5,706,000
आ༻ 14,755�8௶ 46,455,920 注1

ϩ校ࣷ （ஙதݐ） 108,000,000 注2

ϋਤ書 ਤ書 29,104 22,300,000 注3ࢽࡶ    125

χ校۩ɾ教۩ɾඋ     26 849,400
 1,076 2,000,000 注4

ϗ機ցث۩  1,128 1,000,000 注5
ϔۜߦ༬ۚ 126,893,850

計 313,205,170

2�ӡ༻࢈ࡒ

Π現ۚ 28,580
ϩۜߦ༬ۚ 75,000,000
ϋલۚ 980,000 注6
χ立අ 1,792,250

計 77,800,830
	二）ෛ࠴ 0
	三）आ༻࢈ࡒ Π 14,755�8௶ 注7

注1：立ิঈඅ及成අ 注2：ݐઃԾצఆ
注3：46,812,004ԁの予ೲۚ 注4：5,990,990ԁの予ೲۚ
注5：2,223,170ԁの予ೲۚ 注6：आྉ（ࣗ1964�9�11965�3�31ࢸ）
注7：学校๏ਓೝՄޙԼ
典拠：ʮ二ɺ࢈ࡒ	昭和三十年ീ݄三十一現在）ʯɺ国立公文書ؗଂʮ学校๏ਓژ࢈業大学دෟߦҝೝՄਃ書ʯ所ऩ

一ɺ࢈ࢿ૯ֹ
1�基本࢈ࡒ 313,205,170
2�ӡ༻࢈ࡒ 77,794,830
二ɺෛ࠴૯ֹ 0
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購
入
し
て
お
く
ඞ
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
専
門
教
育
科
目
に
つ
い
て
も
、
経
済
学
部
で
は
一
万
冊
以
上
の
図
書
と
五
〇
点
以
上
の

雑
誌
、
理
学
部
で
は
図
書
八
〇
〇
〇
冊
以
上
と
雑
誌
五
〇
点
以
上
が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
、
合
わ
せ
る
と
二
万
五
三
〇
〇
冊
以

上
の
図
書
と
雑
誌
一
〇
〇
点
を

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（「
大
学
設
置
基
準
」（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
八

号
））。
荒
木
に
よ
る
と
、
荒
木
自
身
は
こ
の
当
時
一
万
冊
の
蔵
書
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
「
大
学
設
置
の
際
の
教
養
書
・

専
門
書
と
し
て
数
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
和
書
・
洋
書
を
全
部
寄
贈
す
る
こ
と
に
決
心
し
、
三
月
早
々
選
択
・

理
を
始
め
、
五
月


に

理
を
終
」
え
た
と
言
う
が
、
そ
れ
で
は
追
い
付
か
な
い
の
で
、
六
月
か
ら
ؙ
善
株
式
会
社
京
都
支
ళ
に
委
嘱
し
て
図
書
の

購
入
を
始
め
た
（「
想
い
出
話　

五
」）。
そ
の
担
当
と
な
っ
た
の
は
、
木
村
克
郎
と
い
う
当
時
の
同
社
京
都
支
ళ
社
員
で
、
こ
の
人

物
が
中
心
と
な
っ
て
和
書
の
選
定
を
行
っ
た
が
、
外
国
の
専
門
書
に
つ
い
て
は
二
～
三
年
も
経
つ
と
出
版
元
で
も
在
ݿ
切
れ
に
な

る
の
で
、ň

こ
の
際
で
き
る
だ
け
既
刊
の
専
門
外
書
は
ങ
い
揃
え
て
置
く
ඞ
要
を
感
じŉ

た
荒
木
は
、
こ
の
木
村
と
と
も
に
ؙ
善
京

都
支
ళ
に
あ
っ
た
専
門
別
外
書
出
版
目
録
か
ら
選
び
出
し
て
三
万
冊
以
上
発
注
を
行
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
購
入
で
き
た
の
は
そ

の
三
分
の
二
以
下
だ
っ
た
と
荒
木
は
書
き
残
し
て
い
る
（
同
前
）。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
の
完
成

ま
で
に
発
注
で
き
た
も
の
が
、
表
��
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
図
書
二
万
九
一
〇
四
冊
、
雑
誌
一
二
五
点
で
あ
り
、
そ
の
発
注
総
ֹ
は

四
六
八
一
万
二
〇
〇
四
ԁ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、
ඞ
要
と
さ
れ
て
い
た
役
員
就
任
承
諾
書
や
ܖ
約
書
・
領
収
書
等
の
書
類
を

え
て
「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
が
作
成

さ
れ
た
。
そ
の
申
請
書
の
日
付
は
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
八
月
三
十
一
日
付
で
あ
っ
た
が
、
荒
木
に
よ
れ
ば
、
完
成
し
た
の

は
九
月
九
日
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
日
記
』
九
月
九
日
条
）。
そ
れ
を
翌
十
～
十
一
日
に
か
け
小
野
が
東
京
に
出
張
し
（「
京
都
産
業

大
学
設
立
事
務
所
日
誌
」
九
月
十
・
十
一
日
条
）、
同
日
か
十
一
日
に
文
部
省
へ
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
国
立
公
文
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る「
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」の

頭
に
ԡ
さ
れ
て
い
る
文
部
省
の「
校

第
一
三
一
号
」
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と
い
う
印
の
日
付
が
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
九
月
三
十
日
で
あ
る
の

で
、文
部
省
と
し
て
は
九
月
三
十
日
に
正
式
に
受
理
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　

文
部
省
に
受
理
さ
れ
た
、
こ
の
「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
と
併
行
し
て

荒
木
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
い
た
大
学
自
体
の
「
設
置
認
可
申
請
書
」
を

完
成
さ
せ
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
っ
た
。「
設
置
認
可
申
請
書
」
の
受
付

క
め
切
り
は
九
月
三
十
日
の
た
め
、「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
の
提
出
が

右
の
よ
う
に
九
月
十
日
か
十
一
日
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
に
残
さ
れ
て

い
た
の
は
二
〇
日
程
し
か
な
く
、
作
業
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
特
に
、
九
月
半
ば
に
教
員
組
織
に
関
す
る
書
類
に
多
く
の
不
備
が
見
つ

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
金
沢
大
学
厚
生
課
長
竹
下
ᡏ
治
文
部
事
務
官
に
助
力

を
求
め
る
た
め
小
野
」
が
「
金
沢
へ
」（『
日
記
』
九
月
十
六
日
条
）
行
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
の
提
出
後
、
小
野
も
荒

木
が
担
当
し
て
い
た
大
学
の
「
設
置
認
可
申
請
書
」
の
作
成
に
加
勢
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
後
の
二
ि
間
は
荒
木
と
小
野
、
そ
れ
に
二
人
の
女
子
事
務
員
で
「
毎
日
朝
か
ら
൩
ま
で
残
業
を
続
け
」
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
（「
想
い
出
話　

五
」）。
そ
の
結
果
、
九
月
二
十
九
日
の
朝
に
よ
う
や
く
書
類
が
提
出
で
き
る
ஈ
階
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
荒
木
ら
は
で
き
た
申
請
書
を
持
っ
て
上
京
し
た
も
の
の
、
東
京
に
ண
い
て
も
書
類
の
点
検
を
し
て
見
つ
か
っ
た
不

部

分
の
印
刷
を
急
ᬎ
行
っ
た
た
め
、
申
請
書
を
提
出
し
た
の
は
、
受
付
క
め
切
り
「
時
ࠁ
ぎ
り
ぎ
り
」
の
九
月
三
十
日
の
ޕ
前
一
〇

国立ެ文書ؗ蔵「学ߍ法人京都産業
大学دෟߦҝೝՄਃ請書」（昭和3�年）

国立ެ文書ؗ蔵「学ߍ法人京都産
業大学دෟߦҝ」（昭和3�年）
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時
で
あ
っ
た
（「
想
い
出
話�　

五
」）。
も

し
、
こ
の
日
に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
設

置
は
一
年
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、ま
さ
に
間
一

の
申
請
で
あ
っ
た
。

な
お
、
申
請
書
の
提
出
は
九
月
三
十
日
で

あ
っ
た
が
、
書
類
の
日
付
は
九
月
二
十
日

付
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
設
置
申

請
書
に
は
、

ඌ
に
「
将
来
の
計
画
」
と

し
て
以
下
の
二
項
が
付
さ
れ
て
い
た
。

　
　

一
、
今
回
の
申
請
は
経
済
学
部
と
理�

学
部
の
二
学
部
の
設
置
申
請
で
あ
る
が
将
来
工
学
部
、
経
営
学
部
、
法
学
部
を
増
設
し
て
大
学
教
育
の
拡
充
と
教
育
内�

容
の
充
実
を
期
す
方
針
で
あ
る

二
、�

今
回
の
大
学
設
置
及
び
将
来
の
増
設
に
あ
た
つ
て
は
施
設
、
設
備
の
充
実
校
地
の

備
等
充
分
に
考
慮
し
、
幸
い
校
地
に

つ
い
て
は
ྡ
接
し
た
国
有
地
（
一
〇
万
四
千
௶
）
が
あ
り
、
校
地
確
保
に
つ
と
め
る

こ
こ
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
将
来
の
計
画
と
し
て
工
学
部
・
経
営
学
部
・
法
学
部
を
増
設
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
か
な

り
具
体
的
な
計
画
を
伴
い
な
が
ら
荒
木
や
小
野
ら
が
総
合
大
学
へ
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

文
部
省
に
期
限
ギ
リ
ギ
リ
で
設
置
申
請
書
を
提
出
し
た
も
の
の
、
荒
木
に
よ
る
と
そ
の
時
点
で
は
図
書
目
録
は
で
き
て�

お
ら
ず
、
そ
の
提
出
は
༛
予
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
（「
想
い
出
話　

五
」）。
し
か
し
、
図
書
そ
の
も
の
は
大
学
設
置
審

「京都産業大学ઃஔೝՄਃ請書（߇）」（昭和3�年）

国立ެ文書ؗ蔵「京都産業大学ઃஔೝՄਃ請書」
（昭和3�年）

ೝ
Մ
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議
会
の
実
地
視
察
が
行
わ
れ
る
前
に
揃
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
収
容

列
す
る
施
設
も

え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
建
設
中
の
本
館
と
は
「
別
の
場
所
に
図
書
館
を
急
造
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
っ
て
藤
田
組
に
突
貫
工
事
を
依

頼
し
」（「
想
い
出
話　

五
」）
た
と
い
う
。
た
だ
、
荒
木
は
こ
の
急
造
図
書
館
に
つ
い
て
、「
設
計
書
が
出
来
て
ண
工
し
た
の
が
十
月

下
०
で
あ
っ
た
ഺ
」
と
し
、「
工
事
は
約
二
ि
間
、
十
月

で
何
と
か
完
成
」（
同
前
）
し
た
と
書
き
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
記
憶

違
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
法
人
の
「
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
」
と
大
学
の
「
設
置
認
可
申
請
書
」
に
ఴ
付
さ
れ
て
い
る
藤
田

組
に
よ
る
図
面
に
は
共
に
こ
の
図
書
館
に
つ
い
て
の
設
計
図
が
あ
り
、
し
か
も
両
方
と
も
そ
の
日
付
が
昭
和
三
十
九
年（
一
九
六
四
）

九
月
二
十
一
日
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（「
図
書
館
平
面
図
」、国
立
公
文
書
館
蔵
「
京
都
産
業
大
学
設
置
認
可
申
請
書
」
所
収
）。

両
方
に
付
け
ら
れ
て
い
る
工
事
進
行
表
で
も
、
こ
の
図
書
館
の
工
事
が
九
月
二
十
日
過
ぎ
か
ら
始
ま
り
同
年
十
一
月

ま
で
か
か
る

と
書
か
れ
て
い
る
。
二
ि
間
で
基
ૅ
工
事
か
ら
建
屋

の
建
設
を
行
う
の
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

お
そ
ら
く
荒
木
は
勘
違
い
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
、
確
ূ
は
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
の
仮
図
書

館
の
工
事
は
十
月

に
は
一
応
終
わ
っ
た
よ
う
で
、

そ
こ
に

理
を
終
え
た
図
書
が
ൖ
入
さ
れ
、
十
一
月


頭
に
は
文
部
省
の
審
査
に
対
応
で
き
る
状
態
に

な
っ
た
。
私
学
設
置
審
議
会
の
実
地
視
察
が
行
わ
れ

た
の
が
そ
の
月
の
十
一
日
で
あ
る
か
ら
、
荒
木
ら
は

こ
の
時
も
ま
さ
に
間
一

の
綱

り
を
し
て
い
た

事中の本ؗ（昭和3�年）ઃݐ

「ਤ書ؗฏ໘ਤ」（国立ެ文書ؗ蔵「京都産業大学
ઃஔೝՄਃ請書」ॴऩ、昭和3�年）
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の
で
あ
る
。

荒
木
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
実
地
視
察
は
十
日
に
設
立
事
務
所
で
書
類
説
明
を
行
い
、
翌
十
一
日
に
現
地
視
察
が
行
わ
れ
た
後
、

再
び
事
務
所
に
戻
っ
て
審
査
員
の
合
議
を
経
て
、
そ
の
結
果
を
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
、「
ਵ
分
文
句
を
つ
け
ら
れ
」

た
も
の
の
、「
結
局
、
い
ろ
い
ろ
条
件
附
き
で
パ
ス
」
し
た
と
荒
木
は
書
き
残
し
て
い
る
（「
想
い
出
話　

五
」）。

そ
の
実
地
視
察
を
౿
ま
え
て
、
私
学
設
置
審
議
会
が
文
部
大
臣
に

申
を
行
っ
た
の
は
十
二
月
十
九
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
設

置
が
認
可
さ
れ
た
の
は
公
立
私
立
含
め
て
四
年
制
大
学
が
二
三
校
、
短
期
大
学
が
三
〇
校
の
合
計
五
三
校
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
京

都
産
業
大
学
も
含
ま
れ
て
い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
四
年
十
二
月
二
十
日
付
）。
た
だ
、
荒
木
ら
に
は
公
式
発
表
の
前
日
に
大
学

設
置
が
認
可
さ
れ
た
と
い
う
内
示
が
文
部
省
か
ら
告
げ
ら
れ
て
い
た
（『
日
記
』）。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
内
示
で
、
正
式

に
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
の
寄
附
行
ҝ
と
京
都

産
業
大
学
の
設
置
が
認
可
さ
れ
た
の
は
翌
年
の
一

月
二
十
五
日
で
あ
り
（「
学
校
法
人
寄
付
行
ҝ
認

可
書
」、「
京
都
産
業
大
学
設
置
認
可
書
」）、
そ
の

認
可
書
が
交
付
さ
れ
た
の
は
二
月
一
日
で
あ
っ
た

（『
日
記
』）。

　

こ
う
し
て
よ
う
や
く
京
都
産
業
大
学
の
設
置
が

認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
荒
木
も
書
い
て
い

る
よ
う
に
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
留
意
点
が
付
け
ら

れ
て
い
た
。
ま
ず
、
法
人
に
つ
い
て
、
文
部
省
か

ٳ事中のԾਤ書ؗ(昭和3�年、のちの学ੜઃݐ
（ࣨܜ

ٳ事中のԾਤ書ؗ(昭和3�年、のちの学ੜઃݐ
（ࣨܜ
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ら
交
付
さ
れ
た
認
可
書
に
付
け
ら
れ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

̍�　

こ
の
認
可
は
、
年
次
計
画
に
よ
る
充
実
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
次
計
画
は
申
請
ど
お
り
確
実
に
履
行
す
る
こ

と
。

̎�　

国
か
ら
の
आ
用
地
（
一
四
、七
五
五
௶
八
）
は
、
計
画
ど
お
り

下
げ
を
受
け

地
の
工
事
を
進
め
、
そ
の
状
況
を
報
告�

す
る
こ
と
。

「
寄
付
行
ҝ
の
認
可
に
つ
い
て
（
通
知
）」

他
方
、
大
学
設
置
に
つ
い
て
は

̍�

⁒
施
設
、
設
備
、
教
員
組
織
等
に
関
す
る
年
次
計
画
の
履
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
完
成
に
い
た
る
ま
で
、
毎
年
度
、
別
途
通

知
に
よ
り
、
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。�

　

な
お
、
上
記
年
次
計
画
に
重
大
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

̎
⁒
建
築
中
の
建
物
を
予
定
ど
お
り
完
成
す
る
こ
と
。

　
　

̏
⁒
経
済
政
策
お
よ
び
金
༥
論
の
専
任
教
員
を
増
強
す
る
こ
と
。

　
　

̐
⁒
経
済
学
部
の
中
堅
教
員
を
増
強
す
る
こ
と
。

　
　

５
⁒
一
般
教
育
、
専
門
教
育
と
も
全
般
的
に
図
書
お
よ
び
学
ज़
雑
誌
を
系
統
的
に
充
実
す
る
こ
と
。

　
　

６
⁒
経
済
学
部
の
学
ज़
雑
誌
お
よ
び
文
献
等
の
基
本
的
な
も
の
を
増
強
す
る
こ
と
。　

７
⁒
一
般
教
育
の
実
験
実
श
設
備
を

備
充
実
す
る
こ
と
。

「
大
学
の
設
置
に
つ
い
て
（
通
知
）」
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「学ߍ法人دߦҝೝՄ書」（昭和40年）

「京都産業大学ઃஔೝՄ書」（昭和40年）
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の
留
意
点
が
付
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
寄
附
行
ҝ
の
認
可
書
の
交
付
を
受
け
て
、
荒
木
ら
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
二
月
十
三
日
に
京
都
地
方
法
務
局
に
「
学

校
法
人
京
都
産
業
大
学
」
の
設
立
登
記
を
行
っ
た
（「
理
事
会
議
事
録
」
一
九
六
五
年
二
月
五
日
開
催
、「
登
記
簿
౽
本
」）。
こ
こ
に

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
の
実
態
が
初
め
て
姿
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節　

学
生
ื
集
と
最
初
の
入
ࢼ

大
学
設
置
認
可
の
内
示
を
受
け
た
翌
日
、
十
二
月
十
九
日
に
荒
木
ら
は
「
京
都
産
業
大
学
設
立
事
務
所
」
の


൘
を
「
京
都
産
業
大
学
入
ࢼ
事
務
所
」
に
置
き

え
た
（「
想
い
出
話　

五
」）。
内
示
が
あ
っ
た
た
め
、

学
生
ื
集
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
荒
木
ら
は
既
に
こ
の
日
に
備
え
て
準
備
を

え
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
に
認
可
申
請
書
を
提
出
す
る
前
に
伊
部
政
一
を
通
じ
て
、
前
内
閣
総
理
大
臣
の
؛
信
հ
か

ら
「
京
都
産
業
大
学
要
ཡ
」
に
載
せ
る
大
学
の
推
薦
文
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（「
福
田
᪃
夫
よ
り
伊
部
政
一
あ
て
書
状
」

一
九
六
四
年
十
月
一
日
付
）。
し
か
も
、
こ
の
要
ཡ
は
、
内
示
を
得
る
よ
り
も
六
ि
間
前
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』

一
九
六
四
年
十
一
月
五
日
条
）。

こ
の
他
に
も
「
大
学
で
は
、
認
可
を
予
期
し
て
密
か
に
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
」（
前
掲
『
大
学
の
道
標
』）
と
い
い
、
そ
う
し

た
準
備
が
で
き
て
い
た
の
で
、内
示
を
得
る
と
彼
ら
の
動
き
は
活
発
化
し
た
。
認
可
の
翌
月
の
一
月
十
一
日
に
は
『
産
経
新
聞
』『
毎

日
新
聞
』『
読
売
新
聞
』『
京
都
新
聞
』
の
各
朝
刊
に
学
生
ื
集
の
広
告
を
出
し
、
十
八
日
に
は
京
都
府
、
滋
賀
県
、
奈
良
県
の
高
等

学
校
の
校
長
や
進
学
主
任
を
招
い
て
説
明
会
を
開
く
と
と
も
に
、
大
学
建
設
現
場
の
視
察
会
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
十
一
日

ื
ू
活
動
の
։
࢝
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に
は
大
阪
グ
ラ
ン
ド
ϗ
テ
ル
に
大
阪
府
と
兵
ݿ
県
の
高
校
長
と
進
学
主
任
を
招
い
て
説
明
会
を
行
っ
た
後
、
一
日
お
い
て
二
十
三
日

に
鳥
取
県
に
赴
い
て
同
県
の
高
校
長
や
進
学
主
任
を
招
い
て
説
明
会
を
行
う
な
ど
、
精
力
的
に
学
生
ื
集
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ

る
（『
日
記
』）。

こ
れ
よ
り
前
、
京
都
で
そ
れ
ま
で
と
は
性
格
を
異
に
し
た
大
学
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
聞
等
で
報
じ
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
最
初
は
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
八
月
一
日
の
『
京
都
新
聞
』
で
、
そ
の
後
、
建
設
工
事
起
工
式
の
前
後
に
『
༦

刊
京
都
』
や
『
日
本
経
済
新
聞
』
が
京
都
産
業
大
学
の
設
立
予
定
を
報
じ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
報
道
は
、
例
え
ば
、『
༦
刊
京
都
』

が
「
赤
ض
を
ৼ
ら
ぬ
大
学
が
誕
生
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
大
学
の
独
自
性
を
伝
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
（『
༦
刊
京
都
』

一
九
六
四
年
九
月
三
日
付
）。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
程
度
は
京
都
産
業
大
学
と
い
う
大
学
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
ਁ
ಁ
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
荒
木
ら
の
精
力
的
な
ื
集

活
動
が
功
を

し
た
の
で
あ
ろ
う
、
新
設
大
学
で
あ
る

が
故
に
、
当
初
応
ื
者
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
見
込

ま
れ
て
い
た
が
、
ื
集
を
始
め
る
と
実
際
に
は
大
方
が

想
定
し
て
い
た
以
上
の
応
ื
者
が
集
ま
っ
て
く
る
。
こ

の
時
期
に
教
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
入
ࢼ
業
務
に
携

わ
っ
た
田
村
洋
幸
が
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
最
初
（
中
略
）
三
百
人
も
あ
れ
ば
大
成
功
と
思
っ
て

い
た
私
た
ち
は
、意
外
に
受
験
者
が
多
い
こ
と
に
驚
き
、

か
つ
喜
ん
だ
。
千
代
田
生
命
Ϗ
ル
に
次
々
と
ಧ
け
ら
れ

「京都産業大学ɹ要ཡɹ1��5」
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る
༣
送
の
願
書
は
、
八
百
通
を
越
え
て
い
た
よ
う
に
思
う
」
と
記
し
て
い
る
ほ
ど
に
多
数
の

応
ื
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
前
掲
『
大
学
の
道
標
』）。

京
都
産
業
大
学
の
最
初
の
入
学
ࢼ
験
は
三
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
ま

ず
、
二
月
七
日
に
推
薦
入
学
ࢼ
験
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
一
般
入
学

ࢼ
験
一
次
入
学
ࢼ
験
が
二
月
十
九
日
に
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
や
や
間
を
お
い
て
三
月
二
十
九

日
に
二
次
入
学
ࢼ
験
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
（『
日
記
』、
荒
木
雄
豪
「
開
学
前
の
日
記
よ
り
」

（
前
掲
『
大
学
の
道
標
』
所
収
））。
推
薦
入
学
ࢼ
験
は
面
接
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
約

一
二
〇
名
が
受
験
し
た
と
考
え
ら
れ
る※

。

※
東
山
学
園
の
百
年
史
に
よ
る
と
こ
の
時
に
推
薦
入
学
ࢼ
験
で
入
学
し
た
生
徒
は
「
七
十
余
名
」
で
あ
っ
た
と
い
い

（
前
掲
『
東
山
学
園
百
年
史
』）、
ま
た
、
荒
木
に
よ
る
と
東
山
高
校
以
外
の
推
薦
入
学
志
願
者
は
四
七
名
で
あ
っ

た
と
い
う
（『
日
記
』
一
九
六
五
年
二
月
七
日
条
）。
さ
ら
に
、
荒
木
雄
豪
が
記
し
た
日
記
に
よ
れ
ば
、「
産
大
推
薦
入
ࢼ
（
中
略
）
全
部
で
一
二
一
名
受
験
。
父
、

小
野
氏
、
寺
ඌ
氏
、藤
原
氏
と
共
に
面
接
。
三
名
だ
け
落
と
す
事
と
す
」（
前
掲
「
開
学
前
の
日
記
よ
り
」）
と
み
え
る
。
特
に
荒
木
雄
豪
の
日
記
に
し
た
が
え
ば
、

志
願
者
の
総
数
が
一
二
一
名
で
そ
の
内
、
一
一
八
名
が
合
格
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
確
定
で
き
る
学
内
デ
ー
タ
が
乏
し
い
た
め
、
約
一
二
〇
名
と
し
た
。

こ
れ
に
続
く
一
般
入
学
ࢼ
験
は
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
期
は
事
務
体
制
が
ま
だ
十
分
に

っ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
志
願
者
数
や
受
験
者
数
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
が
複
数
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
数
値
は
や
や
ࡨ
૰
し
て
い
る
。
た
だ
、
昭
和
四
十

年
度
の
「
学
校
基
本
調
査
」
に
提
出
し
た
「
学
部
学
生
内
༁
ථ
」
の
߇
え
と
思
わ
れ
る
資
料
に
よ
る
と
、
経
済
学
部
の
志
願
者
が

一
〇
〇
六
名
、
理
学
部
の
志
願
者
が
一
三
七
名
の
計
一
一
四
三
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
入
学
ࢼ
験
と
推
薦
入
学
ࢼ
験
の
志

願
者
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
上
記
の
推
薦
入
学
ࢼ
験
の
志
願
者
推
定
数
の
約
一
二
〇
名
を
引
く
と
、
一
般
入
学
ࢼ
験
の
志

昭和40年「学ੜืू要߲」（ҹܕࢴ༺）

ೖ
学
ࢼ
ݧ
の

࣮
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と
݁
Ռ



���

第ࡾઅ　ֶੜืूと࠷ॳのೖࢼ

願
者
数
は
一
〇
二
〇
名
く
ら
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（「
学
部
学
科
の
入
学
志
願
者
数　

入
学
者
数
志
願
者
数
調
」）。

推
薦
入
学
ࢼ
験
と
一
次
入
学
ࢼ
験
が
行
わ
れ
た
二
月
に
は
校
舎
は
未
だ
出
来
上
が
っ
て
お
ら
ず
、
入
学
ࢼ
験
を
行
え
る
よ
う
な
状

態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
二
つ
の
ࢼ
験
は
東
山
高
等
学
校
の
校
舎
を
आ
り
て
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
も
人
手

も
不

し
て
お
り
、
大
学
関
係
者
は
数
人
し
か
関
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
ࢼ
験
に
あ
た
っ
て
は
同
校
の
教
職
員
の
方
々
に
監
ಜ
・

採
点
業
務
を
依
頼
し
た
（
前
掲
『
大
学
の
道
標
』）。

右
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
次
入
学
ࢼ
験
の
受
験
者
数
は
確
定
で
き
な
い
が
、
ࢼ
験
の
結
果
合
格
者
と
な
っ
た
の
は
約

六
〇
〇
名
で
一
〇
〇
名
近
く
が
不
合
格
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
一
次
入
学
ࢼ
験
の
受
験
者
は
七
〇
〇
名
く
ら
い
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
『
大
学
の
道
標
』）。
そ
の
合
格
発
表
が
行
わ
れ
た
の
は
、
二
月
二
十
五
日
正
ޕ
か
ら
で
、
既
述
の
仮
設
の
図

書
館
前
に
荒
木
が
墨
書
し
た
合
格
通
知
が
掲
出
さ
れ
た
（『
日
記
』
一
九
六
五
年
二
月
二
十
五

日
条
、
前
掲
『
大
学
の
道
標
』）。
当
日
は
、
小
ઇ
ࠞ
じ
り
の
פ
風
が
吹
い
て
い
た
と
い
い
、
合

൱
の
結
果
を
見
て
「
悲
喜
交
々
の
風
景
が
見
ら
れ
た
」（
京
都
産
業
大
学
開
学
四
周
年
記
念
実

行
委
員
会
編
『
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
』）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
三
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
二
次
入
学
ࢼ
験
は
工
事
が
進
ん
だ
大
学
の
校
舎
で
行

わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
環
ڥ
は
十
分
に

わ
な
い
な
か
で
の
入
学
ࢼ
験
で
あ
っ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ま
だ
生
ס
き
で
、「
座
席
位
置
を
示
す
受
験
൪
号
は
、新
し
い
ص
の
ࠝ
包
材
に
、

直
接
マ
ジ
ッ
ク
で
記
入
し
」（「
村
橋
元
雄
氏
に
聞
く
―
本
学
創
設
時
の
回
想
―
」）、
食
堂
設
備

も
な
か
っ
た
の
で
弁
当
を
持
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
受
験
生
の
た
め
に
移
動
の
ϗ
ッ
ト
ド
ッ
グ

屋
に
依
頼
し
販
売
し
て
も
ら
っ
た
と
い
い
、
ま
た
、
ト
イ
レ
の
設
備
も
な
か
っ
た
た
め
、
京
都

第1ճೖ学ݧࢼ߹֨ൃද（昭和40年2݄）
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市
衛
生
局
か
ら
移
動
ト
イ
レ
を
आ
り
て
、
間
に
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
な
か
で
の
ࢼ
験
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当

時
の
職
員
の
一
人
は
「
ト
イ
レ
の
ԣ
で
ϗ
ッ
ト
ド
ッ
グ
を
販
売
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
何
と
も
ح
ົ
な
光
景
で
し
た
」
と
そ
の

時
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
（
同
前
）。

二
次
入
学
ࢼ
験
の
採
点
は
即
日
開
始
さ
れ
、
そ
の
合
൱
の
判
定
は
翌
月
の
一
日
に
行
わ
れ
た
（『
日
記
』
一
九
六
五
年
四
月
一
日

条
）。
そ
れ
は
京
都
産
業
大
学
の
開
学
初
日
で
あ
っ
た
。　
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ֶ
ߍ
๏
人
ژ

࢈
ۀ
େ
ֶ
ུ

ද

̏�

本
学
創
設
者
・
荒
木
俊
馬
、
熊
本
県
鹿
本
郡
来
民
町
（
現
山
鹿
市
）
で
誕
生

̏�
荒
木
俊
馬
、
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
を
卒
業

̏�
荒
木
俊
馬
、
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
講
師
、
助
教
授
を
経
て
教
授
に
就
任

８�

荒
木
俊
馬
、
敗
戦
後
、
直
ち
に
京
都
帝
国
大
学
教
授
を
辞
し
、
京
都
府
天
田

郡
上
夜
久
野
村
（
現
福
知
山
市
）
へ
隠
棲

̐�

荒
木
俊
馬
、
京
都
帰
還

̐�

荒
木
俊
馬
、
小
野
良
հ
ら
と
と
も
に
大
学
創
設
活
動
を
本
格
的
に
開
始

８�

京
都
産
業
大
学
ෑ
地
と
し
て
上
賀
ໜ
本
山
国
有
ྛ
を
選
定

̎�

京
都
産
業
大
学
設
立
準
備
委
員
会
設
置

６�

京
都
市
中
京
区
の
千
代
田
生
命
Ϗ
ル
内
に
京
都
産
業
大
学
設
立
事
務
所
を
開

設

９�

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
寄
附
行
ҝ
認
可
申
請
書
を
文
部
省
に
提
出

９�

京
都
産
業
大
学
設
置
認
可
申
請
書
を
文
部
省
に
提
出

̍�

文
部
省
よ
り
寄
附
行
ҝ
お
よ
び
大
学
設
置
認
可

̐�

京
都
産
業
大
学
開
学
（
経
済
学
部
経
済
学
科
、
理
学
部
数
学
科
・
物
理
学
科

設
置
）

̐�

荒
木
俊
馬
、
初
代
学
長
に
就
任

̐�

本
館
完
成

̐�

第
̍
回
入
学
式
（
京
都
会
館
）

☟☟�

全
学
学
生
自
治
組
織
の
学
志
会
結
成
（
昭
和
��
年
、
志
学
会
と
改
称
）

☟☟�

開
学
式
典

̐�

追
分
ྈ
完
成

̐�

̍
号
館
・
体
育
館
・
計
算
機
セ
ン
タ
ー
完
成

̐�

世
界
問
題
研
究
所
設
置

ʵ�

こ
の
年
、
京
都
帝
国
大
学
創
立

̐�

第
五
福
ཽ
ؙ
事
件

☟☞�

東
海
道
新
幹
線
開
業

☟☞�

東
京
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
開
催
（
～
��
月
��
日
）

☟☟�

い
ざ
な
ぎ
景
気
が
始
ま
る
（
～
��
年
�
月
）

̏�

日
本
の
総
人
口
、
�
ԯ
人
を
突
ഁ

６�
Ϗ
ー
ト
ル
ζ
来
日

明
治
��（
�
�
�
�
）

大
正
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）
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☟☟�

第
̍
回
神
山
祭

̐�

経
営
学
部
経
営
学
科
、
法
学
部
法

学
科
、
外
国
語
学
部
英
米
語
学
科
・
ド

イ
ツ
語
学
科
・
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
・
中
国
語
学
科
・
言
語
学
科
設
置

５�

̏
学
部
増
設
記
念
式
典
、
学
歌
発
表
（
荒
木
俊
馬
作
詞
・
ᅶ
伊
ۢ
ຏ
作
ۂ
）

５�

電
子
計
算
機
5
0
4
#
"
$

ʵ

�
�
�
�
を
正
式
ܖ
約
、
.
P
E
F
M

ʵ

�
�
導
入
ま
で
の
間
、.
P
E
F
M

ʵ

�
�
を
仮
設
置
。��
月
に
.
P
E
F
M

ʵ

�
�
に
置
き

え
、
��
年
̎
月
よ
り
Ք
働

７�
̎
号
館
完
成

８�
̏
号
館
・
̐
号
館
・
神
山
ྈ
完
成

☟☞�

７
号
館
完
成

☟☟�

ี
ਔ
大
学
（
台
湾
）
と
交
流
協
定
క
結

̏�

５
号
館
完
成

̐�

計
算
機
科
学
研
究
所
設
置

̐�

学
ض
制
定

７�

大
教
ࣨ
౩
完
成

８�

ߗ
式
野
ٿ
場
完
成
（
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
第
̍
期
工
事
）
翌
日
ٿ
場
開
き

☟☟�

陸
上
ڝ
ٕ
場
完
成
（
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
第
̎
期
工
事
）

☟☟�

第
̍
回
体
育
祭
市
内
パ
レ
ー
ド
・
第
̍
回
体
育
祭

☟☠�

馬
ज़
場
・
ӛ
舎
完
成
（
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
第
̏
期
工
事
）

̎�

８
号
館
完
成

̎�

小
野
良
հ
、
理
事
長
に
就
任

̏�

第
̍
回
卒
業
式

̐�

荒
木
俊
馬
、
総
長
に
就
任
、
副
学
長
に
竹
田
淳
照
、
堀
ߐ
保
蔵

̐�

大
学
院
設
置（
理
学
研
究
科（
数
学
専
攻
・
物
理
学
専
攻
）、経
済
学
研
究
科（
経

済
学
専
攻
）
修
士
課
程
）

̐�

理
学
部
に
応
用
数
学
科
増
設

☟☠�

同
૭
会
発

、
第
̍
回
同
૭
会
総
会
開
催

̏�

保
健

理
セ
ン
タ
ー
౩
完
成

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

̏�

こ
の
年
、
国
民
総
生
産
（
(
/
1
）
米
に
次

い
で
第
�
位
に

̍�

機
動
隊
、
東
大
安
田
講
堂
の
෧

解
除
に
出

動

７�

ア
ポ
ロ
��
号
、
有
人
月
面
ண
陸
に
成
功

ʵ�

��
年
安
保
ಆ
争
ܹ
化
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昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

̐�

法
学
部
に
法
学
専
攻
科
設
置

７�

「
教
育
改
革
に
関
す
る
中
間

申
書
」
総
長
に
提
出

８�

五
常
ྈ
完
成

☟☠�
第
̎
グ
ラ
ウ
ン
ド
完
成

̏�
荒
木
俊
馬
、
理
事
長
に
就
任

̐�

理
学
部
応
用
数
学
科
を
、
計
算
機
科
学
科
に
名
称
変
更

̐�

外
国
語
学
部
に
外
国
語
専
攻
科
設
置

̐�

大
学
院
理
学
研
究
科
（
数
学
専
攻
・
物
理
学
専
攻
）
と
大
学
院
経
済
学
研
究

科
（
経
済
学
専
攻
）
に
博
士
課
程
設
置

̐�

教
養
課
程
一
般
教
育
科
目
に
コ
ー
ス
制
実
施

̐�

第
̎
体
育
館
完
成

̐�

副
総
長
制
導
入

̐�

大
学
院
法
学
研
究
科
（
法

学
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

６�


ϊ
国
ྈ
完
成

̐�

ү
村

夫
、
理
事
長
に
就
任

̐�

大
学
評
議
員
会
正
式
発


̐�


ϊ
国
ྈ
内
に
「

ϊ
国
女
子
ྈ
」
開
設
。
留
学
生
、
大
学
院
生
ほ
か
６
名

が
入
ྈ

̐�

大
学
院
法
学
研
究
科
（
法

学
専
攻
）
博
士
課
程
設
置

̐�

開
学
以
来
初
め
て
の
学
費
改
గ
（
��
年
度
入
学
者
よ
り
ద
用
）

̐�

京
都
産
業
大
学

学
金
制
度
新
設

☟☠�

第
̍
学
生
ク
ラ
ブ
ϋ
ウ
ス
完
成

７�

松
の
Ӝ
セ
ミ
ナ
ー
ϋ
ウ
ス
（
滋
賀
県
）
完
成
（
利
用
開
始
は
翌
年
６
月
）

☟☞�

ラ
ン
ή
ー
ジ
・
ラ
Ϙ
ラ
ト
リ
ー
セ
ン
タ
ー
設
置

☟☞�

開
学
��
周
年
記
念
式
典

８�

第
̍
回
全
国
父
ܑ
懇
談
会

̏�

大
阪
で
日
本
万
国
博
ཡ
会
開
幕
（
～
�
月
��

日
）

☟☟�

非
核
三
原
則
を
決
議

̎�

第
��
回
ౙ
ق
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
大
会
、
ࡳ
ຈ
で

開
催
（
～
�
月
��
日
）

５�

ԭ
ೄ
県
本
土
復
帰

☟☞�

石
༉
シ
ョ
ッ
ク

ʵ�

こ
の
年
、
高
校
進
学

が
�
割
を
超
え
る
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昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

☟☞�

̎
号
館
̐
階
に
計
算
機
タ
ー
ミ
ナ
ル
教
ࣨ
開
設
（
日
本
最
初
の
情
報
ॲ
理
教

ࣨ
）

̐�

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
す
み
れ
幼
稚
園
開
園

̐�

大
学
院
外
国
語
学
研
究
科
（
中
国
語
学
専
攻
・
言
語
学
専
攻
）
修
士
課
程
設

置

９�

バ
ス
プ
ー
ル
及
び
駐
ं
場

備
完
了

ʵ�

こ
の
年
、
入
学
志
願
者
が
５
万
人
を
突
ഁ

̐�
国
際
言
語
科
学
研
究
所
設
置

̐�
マ
セ
イ
大
学
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
と
交
流
協
定
開
始

７�

本
学
創
設
者
、
荒
木
俊
馬
総
長
逝
ڈ

７�

理
事
会
に
お
い
て
、「
総
長
」「
副
総
長
」
の
名
称
を
「
学
長
」「
副
学
長
」

に
戻
す
こ
と
を
決
定

９�

「
京
都
産
業
大
学
学
長
選
考
規
程
」
制
定

９�

柏
༞
ݡ
、
学
長
に
就
任

６�

法
職
講
座
開
設

７�

柏
༞
ݡ
、
理
事
長
に
就
任

７�

こ
の
年
７
月
ご
ろ
、
就
職
部
で
は
じ
め
て
「
モ
ニ
タ
ー
レ
ポ
ー
ト
」（
就
職

内
定
者
の
体
験
談
集
）
を
作
り

布
。

７�

第
̍
回
公
開
講
座
（
京
都
府
立
勤
労
会
館
）（
平
成
６
年
度
か
ら
市
民
講
座

に
改
称
）

̎�

京
都
産
業
大
学
同
૭
会
館
完
成

̏�

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
セ
イ
大
学
と
交

留
学
開
始
（
本
学
か
ら
マ
セ
イ

大
学
へ
の
留
学
生
第
̍
号
が
日
本
を
出
発
）

̐�

第
̎
学
生
ク
ラ
ブ
ϋ
ウ
ス
完
成

６�

第
̍
研
究
ࣨ
౩
完
成

☟☠�

追
分
ྈ
ด
ྈ
式
お
よ
び
お
別
れ
パ
ー
テ
ỹ
ー
開
催

̏�

新
「
追
分
ྈ
」
市
原
に
完
成

̐�

法
職
講
座
セ
ン
タ
ー
及
び
会
計
職
講
座
セ
ン
タ
ー
設
置

５�

成
田
空
ߓ
開
ߓ
式

８�

日
中
平
和
友
好
条
約
調
印

̐�

こ
の
年
、
自
動
ं
生
産
台
数
世
界
第
�
位

̏�

第
�
次
臨
時
行
政
調
査
会
発
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ớྐྵ

ྐྵ
Ờ

݄

݄

ژ

࢈
ۀ
େ
ֶ
ؔ
࿈

ओ
ཁ
ͳ
ࣾ
ձ
の
Ͱ
͖
͝
と

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

昭
和
��（
�
�
�
�
）

平
成
元（
�
�
�
�
）

̐�

本
山
広
場
（
元
・
立
命
館
グ
ラ
ウ
ン
ド
）
を
ങ
収

５�

５
～
６
月
ご
ろ
、
大
学
広
報
ө
画
「
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
の
星
を
め
ざ
せ
」
完
成

８�

夏
ق
休
暇
中
、
�
�
�
教
ࣨ
に
ト
ー
タ
ル
Φ
ー
デ
ỹ
Φ
Ϗ
ジ
ュ
ア
ル
授
業
展

開
シ
ス
テ
ム
導
入

９�
柏
༞
ݡ
、
学
長
再
任

☟☟�

国
土
利
用
開
発
研
究
所
設
置

̐�

本
年
度
入
学
生
よ
り
ス
ラ
イ
ド
制
学
費
を
ద
用

̐�

京
都
産
業
大
学
ି
与

学
金
制
度
新
設

̐�

本
年
度
新
入
生
は
、
̐
月
よ
り
マ
イ
カ
ー
通
学
禁
止

９�

̎
年
生
以
上
の
マ
イ
カ
ー
通
学
禁
止
、
全
ं
両
学
内
乗
り
入
れ
規
制
実
施

̐�

教
職
課
程
講
座
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

情
報
ॲ
理
講
座
セ
ン
タ
ー
設
置

８�

ロ
サ
ン
θ
ル
ス
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
ॊ
道
��
ᶵ
級
で
本
学
卒
業
生
松
岡
義
之
が
金

メ
ダ
ル
֫
得

☟☞�

「
清
見
（
き
よ
み
）
の
ୌ
」
ఉ
園
完
成

５�

サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
プ
ラ
ッ
ツ
記
念
ൾ
完
成
（
̎
号
館
西
側
）

５�

創
立
��
周
年
記
念
式
典

̍�

第
��
回
全
日
本
大
学
Ӻ
伝
対
校
選
手
権
大
会
で
、
本
学
陸
上
ڝ
ٕ
部
が
初
優

勝

̐�

現
代
体
育
研
究
所
設
置

５�

়
ו
池
ఉ
園
完
成

９�

柏
༞
ݡ
、
学
長
̏
選

̏�

中
央
図
書
館
・
第
̎
研
究
ࣨ
౩
・
第
̍
実
験
ࣨ
౩
完
成

̐�

学
内
コ
ン
ϐ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
,
*
/
(
（,

ZPUP�
4BOHZP�6

OJWFSTJUZ�*OGPSN
BUJPO�/

FUX
PSL�GPS�(

FOFSBM�4ZTUFN

）
ෑ
設

̍�

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
開
設

̐�

東
京
デ
ỹ
ζ
ニ
ー
ラ
ン
ド
開
園

８�

臨
時
教
育
審
議
会
設
置

̐�

日
本
電
信
電
話
会
社
（
/
5
5
）・
日
本
た

ば
こ
産
業
発


̐�

男
女
ޏ
用
機
会
均
等
法
施
行

̐�

国
鉄
分
割
民
営
化
、
+
3
�
社
発


̍�
昭
和
天
皇
死
ڈ
、
平
成
と
改
元
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平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
�（
�
�
�
�
）

̐�

工
学
部
情
報
通
信
工
学
科
・
生
物
工
学
科
設
置

９�

在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
学
ज़
交
流
事
務
所
開
設

☟☞�

工
学
部
第
̎
実
験
ࣨ
౩
完
成

̐�

生
涯
学
श
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置

９�

柏
༞
ݡ
、
学
長
̐
選

̐�

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
学
ज़
交
流
事
務
所
開
設
（
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
と

学
ज़
交
流
事
務
所
を
統
合
、
名
称
統
一
）

̏�
神
山
ϗ
ー
ル
完
成

̐�
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
に
伴
う
学
則
改
正

̐�

大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
に
伴
う
学
則
改
正
に
よ
っ
て
卒
業
要
件
を
満
た
し

た
者
の
臨
時
卒
業
実
施

̏�

９
号
館
完
成

̐�

本
年
度
開
始
前
後
か
ら
、
各
学
部
に
自
己
点
検
・
自
己
評
価
委
員
会
が
設
置

さ
れ
、
検
討
が
始
ま
る

̐�

大
学
院
工
学
研
究
科
（
情
報
通
信
工
学
専
攻
・
生
物
工
学
専
攻
）
修
士
課
程

設
置

９�

柏
༞
ݡ
、
学
長
５
選

̏�

教
養
部
ഇ
止

̐�

一
般
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
英
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
外
国
語
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
、
体
育
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

大
学
院
工
学
研
究
科
（
情
報
通
信
工
学
専
攻
・
生
物
工
学
専
攻
）
博
士
課
程

設
置

̐�

日
本
文
化
研
究
所
設
置

５�

創
立
��
周
年
記
念
式
典

９�

第
̏
研
究
ࣨ
౩
完
成

̐�

（
財
）
大
学
基
準
協
会
に
維
持
会
員
（
学
部
）
と
し
て
加
入

☟☞�

新
田
政
則
、
学
長
就
任

☟☞�

副
学
長
ഇ
止
、
学
長
補
佐
設
置

̐�

消
費
੫
ス
タ
ー
ト

ʵ�

こ
の
年
、
バ
ブ
ル
่
յ

☟☞�

東
西
ド
イ
ツ
統
一

̍�

湾
؛
戦
争
開
始

☟☠�

ソ
Ϗ
エ
ト
連
邦
解
体

８�

細
川
・
非
自
民
�
党
連
立
内
閣
発

、
��
年

体
制
่
յ

☟☠�

白
神
山
地
・
屋
久
島
・
法
ོ
寺
・
ඣ
路
城
が

日
本
初
の
「
世
界
遺
産
」
に
登
録

ʵ�

こ
の
年
、
不
況
長
期
化
、
就
職
ණ
河
期
始
ま
る

̍�

阪
神
・
淡
路
大

災
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݄

ژ

࢈
ۀ
େ
ֶ
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ओ
ཁ
ͳ
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の
Ͱ
͖
͝
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平
成
�（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

̏�

総
合
体
育
館
・
課
外
活
動
౩
・
神
山
コ
ロ
シ
ア
ム
完
成

８�

学
内
周
回
道
路
完
成

̏�

入
学
ࢼ
験
後
期
（
̏
月
入
ࢼ
）
導
入

̐�
本
年
度
よ
り
、
総
合
能
力
開
発
ࣨ
主
催
で
「
自
己
発
見
レ
ポ
ー
ト
」（
新
入

生
全
員
対
象
）
を
実
施

☟☞�

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置

☟☟�

国
際
交
流
会
館
完
成

☟☟�

平
成
��
年
度
か
ら
の
新
制
度
で
あ
る
、
社
会
人
・
帰
国
生
徒
・
編
入
学
ࢼ
験

実
施

☟☟�

平
成
��
年
度
か
ら
の
新
制
度
で
あ
る
、
指
定
校
推
薦
入
学
選
考
実
施

̏�

��
号
館
完
成

̏�

「
京
都
産
業
大
学
の
現
状
と
課
題
̍
９
９
８
―
自
己
点
検
・
評
価
報
告
―
」

発
刊

̐�

次
世
代
情
報
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

人
権
セ
ン
タ
ー
設
置

６�

ۨ
井
正
、
理
事
長
に
就
任

̏�

京
都
産
業
大
学
Ϗ
ジ
ョ
ン
構
想
ࢾ
問
委
員
会
、「
平
成
��
年
の
京
都
産
業
大

学
像
と
今
後
の
改
革
方
策
に
つ
い
て
」
を
新
田
学
長
に
提
出

̏�

��
号
館
完
成

̐�

文
化
学
部
国
際
文
化
学
科
設
置

̐�

本
年
度
よ
り
セ
メ
ス
タ
ー
制
導
入

̐�

語
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
設
置
（
英
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
外
国
語
教

育
研
究
セ
ン
タ
ー
を
再
編
）

̐�

京
都
産
業
大
学
通
信
『
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
』
創
刊

̐�

総
合
能
力
開
発
ࣨ
を
総
合
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
に
再
編

̐�

バ
ス
プ
ー
ル
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
完
成

̐�

消
費
੫
੫

、
̏
ˋ
ˣ
５
ˋ
に

☟☟�

北
海
道
拓
殖
ۜ
行
・
山
一
ূ
݊

産

̎�

第
��
回
ౙ
ق
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
大
会
、
長
野
で

開
催
（
～
�
月
��
日
）

̐�

հ
護
保
ݥ
制
度
発
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平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

☟☞�

新
田
政
則
、
学
長
再
任

☟☞�

就
職
部
が
進
路
セ
ン
タ
ー
に
名
称
変
更

̍�

「
建
学
の
ൾ
」
建
立

̐�

研
究
機
構
設
置
（
日
本
文
化
研
究
所
、
世
界
問
題
研
究
所
、
先
端
科
学
ٕ
ज़

研
究
所
、
総
合
学
ज़
研
究
所
に
改
組
）

̐�

入
ࢼ
部
が
入
学
セ
ン
タ
ー
に
名
称
変
更

８�

新
「
松
の
Ӝ
セ
ミ
ナ
ー
ϋ
ウ
ス
」（
滋
賀
県
）
完
成

̏�
第
̐
研
究
ࣨ
౩
完
成

̐�
大
学
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
科
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

̐�

Ѯ
ྈ
（
女
子
ྈ
）
開
設

̐�

計
算
機
セ
ン
タ
ー
が
情
報
セ
ン
タ
ー
に
名
称
変
更

̐�

学
長
補
佐
ഇ
止
、
副
学
長
設
置

̐�

常
任
理
事
会
を
設
置

☟☞�

坂
井
東
洋
男
、
学
長
就
任

̍�

学
長
、「
教
育
研
究
総
合
施
策
―
教
育
研
究
の
エ
ク
セ
レ
ン
ス
化
に
向
け
て

―
」
発
表

̏�

賀
ໜ
川
ྈ
・
��
号
館
完
成

̐�

理
学
部
の
数
学
科
・
物
理
学
科
・
計
算
機
科
学
科
を
、
そ
れ
ぞ
れ
数
理
科
学

科
・
物
理
科
学
科
・
コ
ン
ϐ
ュ
ー
タ
科
学
科
に
名
称
変
更

̐�

教
育
エ
ク
セ
レ
ン
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

総
合
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
を
進
路
セ
ン
タ
ー
に
統
合

̐�

総
合
研
究
事
務
ࣨ
設
置

̐�

リ
エ
κ
ン
Φ
フ
ỹ
ス
設
置

̐�

監
査
ࣨ
設
置

９�

本
年
度
秋
学
期
よ
り
、
学
部
新
入
生
を
対
象
と
し
た0

O�0
⒎�$BN

QVT�
'VTJPO

（
0
0
$
'
）（
理
論
・
実
践
༥
合
能
力
開
発
講
座
）
開
講

̏�

５
号
館
建
て
替
え
・
��
号
館
（
法
科
大
学
院
౩
）
完
成

̐�

大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
設
置

９�

ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ

☟☞�

北
朝

፮
க
ඃ

者
�
人
帰
国

̐�

日
本
༣
政
公
社
発


７�

「
国
立
大
学
法
人
法
」
な
ど
成
立

̏�

京
大
ν
ー
ム
、
ώ
ト
&
4
細
๔
で
ໟ
細
݂


を
作
る
こ
と
に
世
界
で
初
め
て
成
功



���


ớྐྵ

ྐྵ
Ờ

݄

݄

ژ

࢈
ۀ
େ
ֶ
ؔ
࿈

ओ
ཁ
ͳ
ࣾ
ձ
の
Ͱ
͖
͝
と

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

̐�

大
学
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
科
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
専
攻
）
博
士
課
程
設
置

̐�

全
学
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

大
学
史
編
纂
ࣨ
設
置

☟☠�
ኍ
岡
正
久
、
理
事
長
に
就
任

̎�
株
式
会
社
「
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
企
画
」
設
立

̐�

大
学
院
外
国
語
学
研
究
科
（
英
米
語
学
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

̐�

創
立
��
周
年
（
̎
̌
̍
５
年
）
を
目
指
し
た
グ
ラ
ン
ド
デ
β
イ
ン
を
策
定

̐�

大
学
改
革
推
進
ࣨ
設
置

̐�

Ω
ャ
リ
ア
教
育
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�

Ϙ
ラ
ン
テ
ỹ
ア
活
動
ࣨ
設
置

☟☟�

創
立
��
周
年
記
念
式
典

☟☞�

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
β
研
究
セ
ン
タ
ー
設
置

☟☞�

坂
井
東
洋
男
、
学
長
再
任

̎�

神
山
ٿ
ٕ
場
・

理
౩
完
成
（
ॡ
工
式
挙
行
）

̏�

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
屋
内
野
ٿ
࿅
श
場
お
よ
び
新
本
山
学
生
ϗ
ー
ル
（
第
̎
課

外
活
動
౩
）
完
成
（
ॡ
工
式
挙
行
）

̐�

大
学
院
経
済
学
研
究
科
（
通
信
教
育
課
程
）
修
士
課
程
設
置

̐�

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
開
校

̐�

本
年
度
よ
り
、
教
員
組
織
を
改
正
。
助
教
授
を
।
教
授
、
助
教
の
新
設
な
ど
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

の
成
立
に
伴
う
変
更
）

̐�

経
営
学
部
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
、
会
計
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
学

科
増
設

☟☞�

教
学
セ
ン
タ
ー
設
置
（
９
月
��
日
か
ら
実
質
的
な
業
務
開
始
）

̐�

コ
ン
ϐ
ュ
ー
タ
理
工
学
部
コ
ン
ϐ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
学
科
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
メ
デ
ỹ
ア
学
科
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
学
科
設
置

̐�

外
国
語
学
部
に
国
際
関
係
学
科
増
設

̎�

「
京
都
議
定
書
」
発
効

̐�

+
3
福
知
山
線
脱
線
事
故

̏�

北
海
道
༦
張
市
が
再
建
団
体
へ
移
行



���

େֶུදۀ࢈ژ๏人ߍֶ

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

☟☞�

坂
井
東
洋
男
、
学
長
̏
選

☟☞�

益
川
敏
英
理
学
部
教
授
、
ϊ
ー
ベ
ル
物
理
学

受


̎�

ኍ
岡
正
久
、
理
事
長
再
任

̐�

法
学
部
に
法
政
策
学
科
増
設

̐�

「
'
工
房
」
開
設
（
文
部
科
学
省
採
択
「
平
成
��
年
度
新
た
な
社
会
的
ニ
ー

ζ
に
対
応
し
た
学
生
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
推
進
す
る
た
め
）

６�

益
川
敏
英
教
授
を
塾
頭
と
す
る
「
益
川
塾
」
設
立

９�
��
号
館
・
第
５
研
究
ࣨ
౩
・
８
号
館
前
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
完
成

☟☠�
神
山
天
文
台
完
成

̏�

��
号
館
完
成

̐�

総
合
生
命
科
学
部
生
命
シ
ス
テ
ム
学
科
・
生
命
資
源
環
ڥ
学
科
・
動
物
生
命

医
科
学
科
設
置

̐�

神
山
天
文
台
設
置

̐�

教
育
エ
ク
セ
レ
ン
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
を
教
育
支
援
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
に
改

称
し
て
設
置

６�

��
号
館
完
成

☟☞�

藤
岡
一
郎
、
学
長
就
任

̐�

大
学
院
先
端
情
報
学
研
究
科
（
先
端
情
報
学
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

̐�

֟
野
ێ
吾
、
理
事
長
就
任

̎�

ਗ
生
校
地
（
む
す
び
わ
ざ
館
・
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
新
校
舎
）
完
成

̐�

む
す
び
わ
ざ
館
開
設

６�

ミ
ツ
バ
ν
産
業
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
設
置

☟☟�

創
立
��
周
年
記
念
事
業
「
む
す
び
わ
ざ
%
/
"
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
始
動
宣
言

式
典
開
催
。
創
立
��
周
年
ロ
ΰ
マ
ー
ク
、ス
ロ
ー
Ψ
ン「,

FFQ�*OOPWBUJOH�

」

発
表
、
ト
ラ
イ
ア
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
開
始

̎�

/
1
0
法
人
「
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
」
設
立

̏�

第
̎
実
験
ࣨ
౩
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
お
よ
び

り
࿓
下
、
中
央
図
書
館
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
、
��
号
館
か
ら
��
号
館
へ
の
連
絡
通
路
完
成
（
ॡ
工
式
挙
行
）

９�

米
ূ
݊
大
手
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
β
ー
ζ
が
経

営
ഁ


９�

政
権
交
代
（
民
主
・
社
民
・
国
民
新
�
党
の

連
立
内
閣
発

）

☟☠�

核
持
ち
込
み
ԭ
ೄ
返
還
密
約
文
書
の
保

が

判
明

̏�

東
日
本
大

災

５�

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
開
業

☟☞�

山
中
伸

が
ϊ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学

を

受
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ớྐྵ

ྐྵ
Ờ

݄

݄

ژ

࢈
ۀ
େ
ֶ
ؔ
࿈

ओ
ཁ
ͳ
ࣾ
ձ
の
Ͱ
͖
͝
と

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

平
成
��（
�
�
�
�
）

̐�

大
学
院
法
学
研
究
科
（
法
政
策
学
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

̐�

大
学
院
先
端
情
報
学
研
究
科
（
先
端
情
報
学
専
攻
）
博
士
課
程
設
置

̐�

植
物
ή
ϊ
ム
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
設
置

̐�
社
会
安
全
・
警
察
学
研
究
所
設
置

̐�
フ
ュ
ー
ν
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
設
置

７�

学
内
周
回
道
路
完
成
（
ฒ
楽
館
ԣ
～
়
ו
池
周
ล
）

９�

万
有
館
、
雄
ඈ
館
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
三
ࠥ
路
～
万
有
館
西
側
）
完
成

̎�

学
祖
荒
木
俊
馬
記
念
ൾ
建
立
。
記
念
ൾ
除
幕
式
、
講
演
会
開
催
（
熊
本
県
山

鹿
市
）

̐�

外
国
語
学
部
英
米
語
学
科
・
ド
イ
ツ
語
学
科
・
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
・
中
国
語

学
科
・
言
語
学
科
・
国
際
関
係
学
科
を
、
英
語
学
科
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
学

科
・
ア
ジ
ア
言
語
学
科
・
国
際
関
係
学
科
に
改
編

̐�

大
学
院
生
命
科
学
研
究
科
（
生
命
科
学
専
攻
）
修
士
課
程
設
置

８�

新
「
神
山
ྈ
」
完
成
（
ॡ
工
式
挙
行
）

☟☞�

大
城
光
正
、
学
長
に
就
任

̐�

文
化
学
部
に
京
都
文
化
学
科
増
設

̐�

大
学
院
法
学
研
究
科
（
法
政
策
学
専
攻
）
博
士
課
程
設
置

☟☟�

創
立
��
周
年
記
念
式
典

９�

̎
̌
̎
̌
年
Φ
リ
ン
ϐ
ッ
ク
の
開
催
地
が
東

京
に
決
定

̐�

消
費
੫
が
８
ˋ
と
な
る





���

　
　
　
͋
と
͕
͖

　
本
学
が
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
に
創
立
五
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
歩
み
を
ৼ
り
返
る
た
め
に
、『
学
校
法
人

京
都
産
業
大
学
五
十
年
史
』
の
刊
行
を
目
指
し
、
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
史
編
集
委
員
会
が
発

し
た
の
は
、
平
成
二
十

年
（
二
〇
〇
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
学
で
は
こ
れ
ま
で
、周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
、創
立
四
周
年
記
念
の
『
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
』、

同
十
周
年
記
念
の
『
京
都
産
業
大
学
開
学
十
周
年
記
念
』、
同
二
十
周
年
記
念
の
『
二
十
年
の
あ
ゆ
み
』、
同
三
十
周
年
記
念
の
『
京

都
産
業
大
学
三
〇
年
の
歩
み
』、
そ
し
て
四
十
周
年
を
記
念
し
た
『
京
都
産
業
大
学
四
〇
年
史
』
を
刊
行
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
年
史
は
い
ず
れ
も
関
係
者
に
よ
る
寄
稿
文
や
主
要
な
出
来
事
を
ࣸ
真
で
た
ど
る
、い
わ
ば
Ϗ
ジ
ュ
ア
ル
版
の
記
念
誌
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、五
十
年
史
編
集
委
員
会
で
は「
史
実
に
忠
実
に
、客
観
的
・
科
学
的
に
分
ੳ
し
ঀ
述
す
る
」こ
と
、「
人
物
に
つ
い
て
は
、

歴
史
を
記
す
上
で
ඞ
要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
客
観
的
に
記
述
し
、
顕
彰
的
な
姿
勢
を
と
ら
な
い
」
こ
と
を
基
本
方
針
に
ਾ
え
、

『
通
史
編
』『
部
局
史
編
』『
資
料
編
』
の
三
巻
構
成
を
構
想
し
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
中
の
刊
行
目
標
を
掲
げ
て
編
纂
が

進
め
ら
れ
た
。
本
学
で
初
め
て
と
な
る
、
本
格
的
な
学
ज़
レ
ベ
ル
で
の
年
史
編
纂
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
開
始
さ
れ
た
。
同
委
員
会

に
お
い
て
は
、
ま
ず
本
学
の
五
〇
年
に
わ
た
る
過
程
を
、
歴
史
と
し
て
い
か
に
時
期
区
分
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
、
そ
れ
と
併
せ
て
時

期
区
分
ご
と
の
執
筆
項
目
を
策
定
す
る
検
討
に
入
っ
た
。
検
討
の
結
果
、
五
〇
年
間
を
前
史
・
創
設
期
・
充
実
期
・
改
革
期
・
展
開

期
の
五
つ
の
時
期
区
分
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
の
基
本
方
針
に
加
え
、
五
十
年
史
は
「
本
学
が
、
建
学
の
精
神
の
も
と
に
ど
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
客
観
的
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
大
学
史
研
究
の
参
考
資
料
と
し
て
役
立
つ
も
の
に
す
る
」
と

の
大
き
な
目
的
を
掲
げ
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
、
通
史
編
を
ॎ
ࢳ
に
部
局
史
編
を
ԣ
ࢳ
に
、
こ
れ
ら
を
ཪ
づ
け
る
史
資
料
を
示
す
資
料
編
を
編
む
こ
と
で
、
本
学
の



���

五
〇
年
の
展
開
を
通
ཡ
で
き
る
よ
う
に
、
五
十
年
史
は
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
の
本
学
創
立

五
十
周
年
に
あ
た
っ
て
は
、五
十
年
史
通
史
編
の
Ϗ
ジ
ュ
ア
ル
版
と
な
る『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
〇
年
の
あ
ゆ
み
』を
刊
行
し
、

そ
れ
ま
で
の
編
集
委
員
会
で
の

積
の
一
端
を
成
果
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
部
局
史
編
に
つ
い
て
も
各
部
局
へ

基
ૅ
年
表
の
作
成
と
執
筆
を
依
頼
し
た
が
、
ં
か
ら
の
大
学
を
め
ぐ
る
変
革
の
急
ܹ
な
流
れ
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
છ

へ

の
対
応
問
題
な
ど
、
環
ڥ
変
化
の
大
き
な

に
さ
ら
さ
れ
、
通
史
編
と
ฒ
行
し
な
が
ら
部
局
史
編
と
資
料
編
を
同
時
に
編
纂
す
る
ࠔ

難
さ
に
直
面
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
初
目
標
の
変
更
を
行
い
、
通
史
編
で
策
定
さ
れ
た
五
つ
の
時
期
区
分
を
、
各
一
巻
の
独
立

し
た
書
物
と
し
て
ஞ
次
刊
行
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
今
後
は
、『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十

年
の
歴
史
』
第
一
巻
と
し
て
前
史
編
、
第
二
巻
と
し
て
創
設
期
編
、
第
三
巻
と
し
て
充
実
期
編
、
第
四
巻
と
し
て
改
革
期
編
、
第
五

巻
と
し
て
展
開
期
編
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
日
本
の
大
学
に
お
い
て
五
〇
年
の
歴
史
と
は
、
ඞ
ず
し
も
長
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
五
〇
年
と
い
う
時
間
は
、
一
大
学

を
め
ぐ
る
人
的
・
組
織
的
な
変
化
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
視
点
で
み
れ
ば
、
実
は
多
く
の
変
ભ
を
た
ど
っ
て
い
る
た
め
に
、
史
資
料
の
ࢄ

ҳ
、
関
係
者
の
物
故
や
記
憶
の
喪
失
な
ど
に
直
面
し
、
過
ڈ
を
ৼ
り
返
る
の
に
ࠔ
難
が
伴
い
始
め
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
時
期

に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
を
刊
行
す
る
意
義
は
大
き
い
。

　
本
学
構
成
員
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
本
学
の
成
立
・
展
開
の
過
程
を
た
ど
り
、
そ
の
歴
史
を
៵
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
学
が
い
か
な

る
大
学
で
あ
る
か
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
進
む
べ
き
方
向
を
展
望
す
る
こ
と
に
ܨ
が
る
で
あ
ろ
う
。
基
本
方
針
に

ਾ
え
ら
れ
た
諸
点
を
९
守
す
れ
ば
、
単
に
本
学
の
輝
か
し
い
発
展
の
歴
史
の
み
が
浮
か
び
あ
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
に
ෛ
の
側

面
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
乗
り
越
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
現
在
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
ゆ
く
の
か
が
問
わ

れ
も
す
る
だ
ろ
う
。
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社
会
や
地
域
へ
の
ߩ
献
と
連
携
、
あ
る
い
は
情
報
公
開
も
、
近
年
、
大
学
に
と
っ
て
大
き
な
責
務
と
な
り
つ
つ
あ
る
。『
学
校
法

人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
を
刊
行
す
る
意
義
は
、
こ
の
点
に
も
大
き
く
か
か
わ
る
。
社
会
や
地
域
の
な
か
で
、
そ
の
一
員

と
し
て
本
学
は
教
育
研
究
の

積
を
通
じ
、
こ
れ
ら
を
い
か
に
社
会
へ
還
元
し
て
き
た
の
か
、
社
会
ߩ
献
や
地
域
連
携
の
あ
り
方
は

い
か
に
模
ࡧ
さ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
本
書
で
た
ど
る
五
〇
年
の
歴
史
の
な
か
に
も
多
分
に
含
み
こ
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
過
ڈ
か
ら
現
在
ま
で
に
引
き
継
が
れ
残
さ
れ
た
私
文
書
お
よ
び
公
文
書
な
ど
の
史
資
料
は
、
情
報
公
開
と
い
う
ෛ
託

に
応
え
る
た
め
の
重
要
な
要
ૉ
で
あ
り
、
史
資
料
に
ཪ
づ
け
ら
れ
た
『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』
の
編
纂
・
刊
行

を
機
に
、
ま
す
ま
す
こ
れ
ら
へ
の
学
内
外
の
関
係
者
の
意
識
の
高
ま
り
、
さ
ら
に
は
将
来
を
見
ਾ
え
た
保
存
・
公
開
の
機
運
の
高
ま

り
が
見
込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
ज़
的
な
年
史
編
纂
を
目
指
し
た
、
こ
の
『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
の
歴
史
』

の
刊
行
が
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
全
国
の
大
学
史
研
究
の
一
助
に
も
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
史
』
の
構
想
に
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ۂ
ં
を
経
て
『
学
校
法
人
京
都
産
業
大
学

五
十
年
の
歴
史
』
の
刊
行
に
至
る
過
程
で
、
多
く
の
関
係
者
の
方
々
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
た
ま
わ
っ
た
。
こ
こ
に
改
め
て
、
感
ँ

の
意
を
表
し
た
い
。

学
校
法
人
京
都
産
業
大
学
五
十
年
史
編
集
委
員
会�

委
員
長
　
松
本�

和
明
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ࣥ
ච
ɾ
ฤ
ू

ؔ

ऀ

ࣥ
ච
ऀ

　
柴
　

夫
（
担
当
⽅
第
一
章
第
一
節
～
第
四
章
第
三
節
）

ߍ
Ӿ
ऀ

　
大
学
史
編
纂
事
務
ࣨ
（
天
ּ
洋
一
、
Ԟ
田
裕
थ
、
∁
田
༞
հ
、
ᚸ
杉
ါ
里
、
山
本
ໜ
）

ޒ
े

࢙
ฤ
ू
ҕ
һ
ձ
ớ
二
ʓ
ʓ
ീ

े
݄
ઃ
ஔ
Ờ

　
委
員
長

　
　
河
野
勝
彦
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
一
〇
年
九
月
　
　
　
松
本
和
明
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

　
　
柴
　

夫
　
　
二
〇
一
〇
年
十
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月

　
副
委
員
長

　
　
柴
　

夫
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
一
〇
年
九
月
　
　
　
小
ྛ
　
満
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

　
　
若
松
正
志
　
　
二
〇
一
〇
年
十
月
～
二
〇
二
二
年
五
月

　
委
員

　
　
河
野
勝
彦
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
　
　
　
柴
　

夫
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月

　
　
藤
本
芳
夫
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
一
八
年
二
月
　
　
　
佐
々
木
利
ኍ
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
二
二
年
三
月

　
　
西
田
義
則
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
一
九
年
三
月
　
　
　
ࠇ
坂
　
光
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
二
二
年
五
月
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若
松
正
志
　
　
二
〇
〇
八
年
十
月
～
二
〇
二
二
年
五
月
　
　
　
吉
田
裕
之
　
　
二
〇
二
〇
年
十
月
～

　
　
福
井
和
彦
　
　
二
〇
一
四
年
十
月
～
二
〇
一
七
年
三
月
　
　
　
小
ྛ
　
満
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

　
　
岩
本
誠
吾
　
　
二
〇
一
八
年
十
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月
　
　
　
∁
田
༞
հ
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

　
　

野
　
博
　
　
二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
一
年
三
月
　
　
　
松
本
和
明
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

　
　

部
ণ
利
　
　
二
〇
一
九
年
四
月
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㖊
門
敬
二
　
　
二
〇
二
二
年
六
月
～

େ
ֶ
࢙
ฤ
ࢊ
ࣨ
ớ
ࣄ

ہ
͔
Β
ෟ
ஔ
ػ
ؔ
ʹ

৫
վ
ฤ
ớ
二
ʓ
ʓ
ޒ

࢛
݄
Ờ
Ҏ
߱
Ờ

　
ࣨ
長

　
　
河
野
勝
彦
　
　
二
〇
〇
五
年
四
月
～
二
〇
一
〇
年
九
月
　
　
　
ࠇ
坂
　
光
　
　
二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
九
月

　
　
柴
　

夫
　
　
二
〇
一
〇
年
十
月
～
二
〇
一
四
年
九
月
　
　
　
岩
本
誠
吾
　
　
二
〇
一
八
年
十
月
～
二
〇
二
〇
年
九
月

　
　
福
井
和
彦
　
　
二
〇
一
四
年
十
月
～
二
〇
一
七
年
三
月
　
　
　
吉
田
裕
之
　
　
二
〇
二
〇
年
十
月
～

େ
ֶ
࢙
ฤ
ࢊ
ࣄ

ࣨ
ớ
ޒ
े

࢙
ฤ
ू
ҕ
һ
ձ
ઃ
ஔ
ớ
二
ʓ
ʓ
ീ

े
݄
Ờ
Ҏ
߱ˎ
Ờ

　
　
永
田
　

　
　
二
〇
〇
四
年
四
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月
　
　
　
㖊
門
敬
二
　
　
二
〇
〇
八
年
四
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月

　
　
阪
野
博
美
　
　
二
〇
〇
六
年
四
月
～
二
〇
〇
八
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
二
一
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
八
年
八
月
～
二
〇
一
三
年
三
月
　
　
　
中
川
ܙ
美
子
　
二
〇
〇
九
年
四
月
～
二
〇
一
二
年
三
月

　
　
白
本
正
二
　
　
二
〇
〇
六
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
三
月
　
　
　
細
田
一
幸
　
　
二
〇
〇
九
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
三
年
五
月
～
二
〇
一
四
年
三
月
　
　
　
上
代
礼
子
　
　
二
〇
〇
九
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
六
月
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∁
田
༞
հ
　
　
二
〇
〇
九
年
四
月
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴨
井
純
子
　
　
二
〇
一
五
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
二
月

　
　
小
島
和
男
　
　
二
〇
〇
九
年
十
月
～
二
〇
一
二
年
三
月
　
　
　
松
ඌ
光
敏
　
　
二
〇
一
五
年
四
月
～
二
〇
一
七
年
三
月

　
　
ย
山
菊
ࢬ
　
　
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
四
年
三
月
　
　
　
工
藤
克
洋
　
　
二
〇
一
六
年
四
月
～
二
〇
一
八
年
九
月

　
　
柴
田
ミ
ユ
Ω
　
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
　
　
　
上
野
平
真
希
　
二
〇
一
八
年
四
月
～
二
〇
二
〇
年
三
月

　
　
山
本
　
ໜ
　
　
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
二
三
年
三
月
　
　
　
ᚸ
杉
ါ
里
　
　
二
〇
一
九
年
二
月
～

　
　
松
本
光
ᚸ
　
　
二
〇
一
三
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
　
　
　
杉
原
ོ
史
　
　
二
〇
二
一
年
四
月
～
二
〇
二
二
年
三
月

　
　
小
野
純
三
　
　
二
〇
一
三
年
五
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
　
　
　
開
原
　
潮
　
　
二
〇
二
二
年
四
月
～

　
　
Ԟ
田
裕
थ
　
　
二
〇
一
三
年
九
月
～
二
〇
一
八
年
三
月
　
　
　
天
ּ
洋
一
　
　
二
〇
二
二
年
四
月
～

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
八
年
十
月
～
二
〇
二
三
年
三
月

ˎ
在
籍
期
間
の
起
点
が
二
〇
〇
八
年
十
月
以
前
の
者
は
、
五
十
年
史
編
集
委
員
会
設
置
以
前
の
在
籍
者
で
あ
っ
て
、
同
委
員
会
設
置

準
備
お
よ
び
そ
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
者
と
な
る
。

※
協
力
者

ઙ
野
࡙
、
൧
田
健
հ
、
ழ
原
ಁ
、
Ӝ
井
૱
、
大
橋
薫
、
大
༢
५
三
、
岡
田
真
ൕ
、
岡
田
和
一
郎
、
金
子
修
ే
、
ח
田
߳
織
、
木
村

大
ี
、
ೇ
田
ཽ
平
、
܂
原
優
子
、
႕
ོ
ే
、
小
ྛ
֜
、
ۨ
井
ঊ
、
ᴡ
藤
純
一
、
坂
堅
太
、
佐
藤
ߊ
平
、
佐
藤
太
久
ຏ
、
ࣰ
田

一
、

杉
山
純
平
、
ླ
木
亜
߳
音
、
∁
本
明
日
߳
、
谷
口
५
、
中
村
྇
太
郎
、
西
Ԕ
有
加
利
、
西
山
史
࿕
、
野
瀬
芳

、
久
岡
道
武
、
開

信
հ
、
藤
田
裕
հ
、
藤
原
थ
、
牧
野
千
里
、
ؙ
川
優
希
、
ؙ
山
࠼
、
ື
༔
հ
、

近
天
音
、
安
裕
太
郎
、
吉
岡
直
人
、
米
澤
百
代
、

米
田
豪
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