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い
ま
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皇
學
館
大
学
の
井
上
と
申
し
ま

す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
お
話
し
す
る
機
会
は
な
か
な
か
経
験
が
な

い
も
の
で
す
か
ら
、
す
こ
し
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。
研
究
発
表
は
五

十
分
、
そ
の
あ
と
質
疑
応
答
が
三
十
分
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
本
日

は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

い
ま
お
手
元
に
資
料
、
レ
ジ
ュ
メ
を
準
備
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
あ
と
、
私
が
き
ょ
う
持
っ
て
き
た
資
料
が
一
部
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
わ
せ
て
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
学
校
教
育
改
革
」
と
題
し
て
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
非
常
に
大
き
な
風
呂
敷
を
広
げ
す
ぎ
て

し
ま
っ
た
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
今
回
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
く
内
容
と
し
て
、
ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
す
が
、

そ
れ
ま
で
尋
常
小
学
校
で
あ
っ
た
も
の
を
な
ぜ
国
民
学
校
に
制
度
改

革
し
た
の
か
、
そ
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と

こ
ろ
を
、
資
料
に
基
づ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

冒
頭
の
と
こ
ろ
は
、
い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
十
六
年
に

尋
常
小
学
校
が
国
民
学
校
へ
と
制
度
改
革
が
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
国
民
学
校
の
教
育
理
念
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
の
が
、
今
回
の
私
の
問
い
、
課
題
で
す
。
皆
さ
ん
は
国

民
学
校
と
い
う
と
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で

し
ょ
う
か
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
私
自
身
、
国
民
学
校
の
研
究
を
す
る

以
前
は
、
学
童
疎
開
で
あ
る
と
か
、
竹
槍
を
持
っ
て
軍
事
教
練
を
し

て
い
る
と
か
、
国
民
学
校
は
、
軍
国
主
義
の
教
育
を
し
て
い
た
ん
だ

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
す
ご
く
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
自
分
の
中

講

演
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に
勝
手
に
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
自
分
自
身
の

考
え
も
検
証
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
読
ん
で
い
く

な
か
で
、
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
て
き
た

わ
け
で
す
。

　

昭
和
十
年
代
と
い
い
ま
す
と
、
社
会
、
政
治
、
そ
し
て
時
代
そ
の

も
の
に
対
し
て
は
超
国
家
主
義
で
あ
る
と
か
軍
国
主
義
が
席
巻
し
た

時
代
と
い
う
評
価
が
一
般
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
時
の

学
校
教
育
の
改
革
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
観
点
や
戦
争
と
の
関
連

か
ら
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
自
身
そ

れ
ら
の
観
点
や
立
場
か
ら
距
離
を
と
っ
て
、
当
時
の
学
校
教
育
が
抱

え
て
い
た
問
題
、
ま
た
、
当
時
の
児
童
た
ち
が
直
面
し
て
い
た
課
題

と
い
っ
た
も
の
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
制
度
改
革
の
意
味
は
理
解
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

冒
頭
で
教
育
理
念
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ま
で
十
分
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
課
題
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ま
た
は
、
八
紘
一
宇
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
解
釈
に

矮
小
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
、

研
究
者
に
よ
れ
ば
、
侵
略
主
義
の
意
味
だ
と
か
、
ま
た
は
平
和
主
義

の
意
味
な
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
と
で

出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
民
学
校
の
制
度
改
革
を
推
進
し
た
教
育

審
議
会
の
中
で
も
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
た
し
か
に
こ
の
用
語
を
解
釈
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
当
時
の
政
府
は
大
政
翼
賛
体
制
を
と
っ
て
お
り
、
ま

た
八
紘
一
宇
と
い
う
基
本
国
策
要
綱
に
掲
げ
た
理
念
の
も
と
に
政

治
・
経
済
・
社
会
体
制
に
つ
い
て
変
革
が
図
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
学

校
教
育
も
そ
の
体
制
下
に
置
か
れ
た
わ
け
で
す
の
で
、
こ
の
理
念
は

昭
和
戦
前
期
の
一
つ
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
は

解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
た
と
え
ば
第
二
次

世
界
大
戦
後
も
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
日
本
を
占
領
し
た

連
合
国
軍
が
、
一
九
四
五
年
十
二
月
十
五
日
に
「
国
家
神
道
、
神
社

神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ
廃

止
ニ
関
ス
ル
件
」
と
い
う
指
令
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、

公
文
書
の
中
で
大
東
亜
戦
争
や
八
紘
一
宇
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る

な
と
い
う
命
令
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
国
家
神
道
と
か
軍
国
主

義
と
か
過
激
な
る
国
家
主
義
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
い
う

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
指
令
が
出
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年
に
開
廷
さ
れ
た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
、
い

わ
ゆ
る
東
京
裁
判
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
裁
判
の
過
程
で
こ
の
用
語

は
侵
略
思
想
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。

弁
護
団
の
清
瀬
一
郎
の
回
想
記
録
を
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
う
で
は

な
い
と
。
連
合
国
側
の
考
え
方
は
日
本
を
侵
略
戦
争
に
駆
り
立
て
た

世
界
征
服
思
想
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
日
本
側
の
見
解
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と
し
て
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
非
常
に
平
和
的
な
思
想
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
誤
解
を
解
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ

と
裁
判
の
中
で
説
明
を
し
て
、
そ
の
考
え
が
理
解
さ
れ
た
と
い
う
記

述
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
用
語
は
『
日
本
書
紀
』
に
由
来
す
る
言
葉
で
す
。

神
武
天
皇
に
関
す
る
記
述
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
原
文

は
「
兼
六
合
以
開
都
、
掩
八
紘
而
為
宇
、
不
亦
可
乎
」、
こ
れ
は

「
国
中
を
一
つ
に
し
て
都
を
開
き
、
天
の
下
を
掩
い
て
一
つ
の
家
と

す
る
こ
と
は
、
ま
た
良
い
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
味
で
す
。

本
来
は
国
内
を
家
の
よ
う
に
和
合
さ
せ
る
こ
と
が
天
皇
の
統
治
理
念

な
の
で
す
が
、
時
代
が
現
代
に
下
っ
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
様
々

な
解
釈
と
か
誤
解
と
か
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
加
わ
っ
て
、
そ
の
意
味

が
混
乱
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
現
在
で
も
、
こ
の
用
語
に
対
す

る
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
、
こ
う
し
た
政
治
上
の
理
念
と
か
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
そ
の
ま

ま
学
校
教
育
の
理
念
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
適
切
な
こ
と
な
の
か
、

冷
静
に
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
結
論
を

先
に
い
い
ま
す
と
、
こ
の
用
語
を
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
国
民
学
校
の

教
育
理
念
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
侵
略
か
平
和
か
と
い
う
対
立
す
る
概
念
の
ど

ち
ら
に
規
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
も
、
結
局
、
最
終
的
な
結

論
に
は
至
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
実
を
い
い
ま
す
と
、
私
も

こ
の
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
審
議
会
の
議
事
録
を
読
む
と
平
和
主
義
の

意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
に
、
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
解
釈

が
あ
っ
て
、
ど
っ
ち
な
の
だ
ろ
う
と
ず
っ
と
悩
ん
で
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
枠
組
み
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
す
ら

突
き
放
し
て
考
え
て
み
る
と
、
教
育
改
革
と
し
て
の
解
釈
は
別
の
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
「
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
」
と
書
い
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
国
民
学
校
の
教
育
理
念
は
、
国
民
皆
学
を
目
指
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
ん
だ
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
一
八
七
二
年
、
明
治
五
年
の
学
制
頒
布
以
後
掲
げ
ら
れ
て

き
た
教
育
理
念
な
の
で
す
が
、
国
民
学
校
に
お
い
て
は
こ
れ
を
実
現

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
だ
と
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
い
ま
長
々

と
話
し
て
き
た
の
で
す
が
、
以
下
、
レ
ジ
ュ
メ
の
項
目
ご
と
に
話
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
教
育
審
議
会
の
中
で
八
紘
一
宇
を
め
ぐ

る
議
論
の
経
過
と
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

き
た
の
か
と
い
う
点
を
、
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
尋
常

小
学
校
か
ら
国
民
学
校
へ
の
制
度
改
革
を
推
進
し
た
の
は
一
九
三
七

年
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
第
一
次
近
衞
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
教
育

審
議
会
で
す
。
こ
の
審
議
会
は
、
総
会
、
特
別
委
員
会
、
そ
し
て
整

理
委
員
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
整
理
委
員
会
と
か
特

別
委
員
会
で
審
議
し
た
も
の
が
総
会
に
上
が
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
最
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終
的
に
可
決
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
育
審
議

会
で
は
、
ま
ず
青
年
学
校
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
審
議

が
終
わ
っ
た
あ
と
に
初
等
教
育
に
関
す
る
改
革
案
が
審
議
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
昭
和
十
三
年
の
十
二
月
に
「
国
民
学
校
、
師
範
学
校
及
幼

稚
園
ニ
関
ス
ル
件
」
と
い
う
答
申
案
が
出
さ
れ
て
き
て
、
そ
こ
で
議

論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
八
紘
一
宇
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
っ
て
、

第
十
回
総
会
で
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
き
ょ
う
配
布
し
て
あ

る
資
料
の
中
に
先
行
研
究
者
の
方
の
も
の
を
コ
ピ
ー
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
あ
わ
せ
て
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
第
十
回
総
会
の
審
議
の
内
容
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

午
前
中
に
答
申
案
に
つ
い
て
朗
読
が
あ
っ
て
、
午
後
か
ら
そ
の
内
容

に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
八
紘
一
宇
と

い
う
用
語
が
前
文
の
と
こ
ろ
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
に

対
し
て
三
上
参
次
と
い
う
国
史
学
者
か
ら
、「
以
テ
内
ニ
国
力
ヲ
充

実
シ
外
ニ
八
紘
一
宇
ノ
肇
国
精
神
ヲ
顕
現
ス
ベ
キ
次
代
ノ
大
国
民
ヲ

育
成
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
セ
リ
」
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
異
議
が
唱
え
ら

れ
ま
し
た
。
三
上
委
員
に
よ
れ
ば
、
こ
の
当
時
、
八
紘
一
宇
と
い
う

言
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
俗
耳

ニ
ハ
入
リ
難
イ
文
字
デ
、
稍
々
難
カ
シ
イ
文
字
デ
ア
リ
マ
ス
。
随
ッ

テ
世
間
ニ
誤
解
ヲ
致
シ
テ
居
ル
者
ガ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
思
フ
」。
た
と
え

ば
、
或
者
は
江
戸
時
代
の
本
多
利
明
な
ど
の
よ
う
に
「
宇
代
混
同
策

ナ
ド
ニ
用
ヒ
テ
ア
ル
文
字
、
即
チ
世
界
統
一
、
我
ガ
国
ハ
世
界
ノ
中

心
デ
ア
ッ
テ
、
世
界
ニ
君
臨
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
風
ナ
意
味
ニ

解
釈
シ
テ
居
ル
者
モ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
承
リ
マ
ス
」
と
い
う
ふ
う
に
誤
解

さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語
を
研
究
し
て
い

る
外
国
人
が
三
上
に
対
し
て
、
こ
の
八
紘
一
宇
と
い
う
こ
と
は
「
日

本
ガ
現
在
支
那
大
陸
ニ
向
ッ
テ
取
リ
ツ
ゝ
ア
ル
所
ノ
侵
略
ト
云
フ
文

字
ト
似
寄
ッ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ト
云
フ
意
外
ナ
質
問
ヲ
受
ケ
タ
」
と

い
う
こ
と
も
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て

強
い
懸
念
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
用
語
は
削
除
し
て

も
と
く
に
問
題
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
い
う

意
見
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

　

三
上
の
意
見
を
受
け
て
、
田
所
美
治
と
い
う
特
別
委
員
会
の
委
員

長
を
し
て
い
た
人
が
回
答
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
世
界
的
な
統

一
の
意
味
、
侵
略
主
義
と
い
う
も
の
を
含
ん
だ
言
葉
で
は
な
い
、
こ

の
言
葉
に
代
わ
る
よ
い
言
葉
を
用
い
る
か
、
な
く
て
も
わ
か
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
結
構
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
回
答
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
別
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
再
び
三
上
委
員
か

ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
三
上
に
よ
れ
ば
、
答
申
の
文
章

に
お
い
て
「
内
ニ
国
力
ヲ
充
実
シ
外
ニ
八
紘
一
宇
」
う
ん
ぬ
ん
と
書

い
て
あ
る
。「
外
ニ
八
紘
一
宇
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
国
外

で
力
を
及
ぼ
す
も
の
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
当
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然
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
国
民
行
進
曲
の

歌
の
中
に
は
『
八
紘
ヲ
宇
ト
ナ
シ
』
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
歌
で
あ
る
か
ら
構
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
教
育
政
策
と
し
て
可
決

さ
れ
た
ら
公
表
さ
れ
ま
す
の
で
、
も
し
こ
れ
が
文
部
省
の
教
育
の
方

針
と
な
っ
て
、
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、

外
国
人
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
だ
ろ
う
か
、
ど
う
い
う
翻
訳

に
適
し
た
言
葉
が
あ
る
の
か
、
非
常
に
疑
わ
し
い
と
述
べ
て
お
り
ま

す
。
あ
ま
り
同
じ
異
議
を
繰
り
返
し
て
も
な
に
で
す
の
で
、
懸
念
の

あ
る
文
字
だ
と
言
っ
て
意
見
を
言
う
の
は
や
め
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
ふ
う
に
国
史
学
者
で
あ
る
三
上
は
、
自
分
の
専
門
的
な
立
場
か
ら
、

ま
た
自
分
の
経
験
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
八
紘
一
宇
と
い
う
文
字
の
使

用
に
つ
い
て
懸
念
を
示
し
て
発
言
を
終
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
、
原
総
裁
か
ら
三
上
の
意
見
に
対
し
て
確
認
を
と
ら
れ

ま
し
て
、
全
体
の
決
議
の
前
に
休
憩
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
休

憩
の
あ
と
に
、
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
田
所
か
ら
ま
た
説
明
が
な

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
道
徳
、
同
胞
愛
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
あ
り
ま
し
て
、
三
上
が
先
ほ
ど
懸
念
を
示

し
た
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
は
い
な
い
と
説
明
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
際
、
こ
う
し
た
問
答
で
こ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た

と
い
う
こ
と
に
し
て
、
三
上
委
員
の
疑
っ
て
い
る
意
味
は
一
つ
も
含

ん
で
い
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、

田
所
に
お
い
て
は
八
紘
一
宇
の
意
味
は
道
徳
、
同
胞
愛
と
い
う
意
味

で
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
続
い
て
、
当
時
の
文
部
大
臣
で

あ
る
荒
木
貞
夫
、
委
員
の
山
田
孝
雄
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
お
り

ま
し
て
、
帝
国
主
義
的
な
意
味
だ
と
か
侵
略
主
義
的
な
意
味
を
含
ん

で
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

端
折
り
な
が
ら
議
事
録
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
八
紘
一
宇
と

い
う
用
語
を
め
ぐ
っ
て
非
常
に
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
と

く
に
三
上
参
次
か
ら
、
そ
の
意
味
が
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
削
除
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ

に
対
し
て
田
所
美
治
特
別
委
員
長
や
荒
木
貞
夫
文
部
大
臣
、
山
田
孝

雄
委
員
か
ら
は
、
侵
略
の
意
味
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
親
和
で
あ
る

と
か
、
徳
で
あ
る
と
か
、
同
胞
愛
と
い
う
意
味
で
説
明
が
さ
れ
て
お

り
ま
し
て
、
こ
の
第
十
回
総
会
は
こ
の
意
味
で
確
認
さ
れ
て
、
答
申

が
可
決
さ
れ
て
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
先
行
研
究
者
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
き
た

か
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
安
川
寿

之
輔
、
長
浜
功
、
水
原
克
敏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
三
者
は

先
に
紹
介
し
た
第
十
回
総
会
の
議
事
録
を
取
り
上
げ
て
解
釈
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
長
浜
に
つ
い
て
で
す
。
き
ょ
う
お
配
り
し
て
い
る
資
料
に
長

浜
の
本
の
三
ペ
ー
ジ
分
を
コ
ピ
ー
し
て
載
せ
て
お
り
ま
す
。
私
自
身

長
浜
氏
に
よ
る
委
員
と
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
と
い
う
の
は
非
常
に
乱

暴
と
い
う
感
じ
を
受
け
ま
す
。
引
用
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
ち
ょ
っ



442明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 52 号〕平成 27 年 11 月

と
乱
暴
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
4
ペ
ー
ジ
の
下
の
と
こ
ろ
に
も
あ
り

ま
す
。
先
ほ
ど
議
事
の
と
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
三
上

が
本
多
利
明
の
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
受
け
て
、「
ず
い
分
と
率
直
な
意
見
で
あ
る
。

『
八
紘
一
宇
』
は
『
侵
略
』
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
削
除
し
た
ら
ど

う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
せ
め
て
こ
れ
く
ら
い
の
率
直
さ
を
当
時
の

知
識
人
は
も
つ
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
は
侵
略
を
擁
護

す
る
わ
け
だ
か
ら
、
侵
略
の
思
想
に
加
担
す
る
意
見
に
は
違
い
な

い
」。
そ
ん
な
ふ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
三
上
の
意

見
に
対
し
て
揚
げ
足
を
取
る
と
い
い
ま
す
か
、
言
葉
尻
を
取
る
よ
う

な
感
じ
で
す
。

　

水
原
に
つ
き
ま
し
て
は
、
印
刷
は
し
て
き
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

「
い
ず
れ
の
発
言
も
弁
解
が
ま
し
く
、
三
上
委
員
の
発
言
趣
旨
を
逆

に
証
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
皮
肉
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
水
原
に
お
い
て
も
、
八
紘
一
宇
は
侵
略
主
義
の
意
味

で
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
三
人
目
の
安
川
で
す
が
、
彼
は
議
事
の
経
過
を
紹
介
し
た

あ
と
に
、
三
上
や
山
田
の
発
言
は
政
治
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
だ
、

す
な
わ
ち
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
一
蹴
し
て
、
彼
ら
の
発
言
を

評
価
し
て
お
り
ま
す
。
安
川
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ
を
読
み
ま
す
と
、

「
総
会
で
は
結
局
『
内
ニ
国
力
ヲ
充
実
シ
外
ニ
八
紘
一
宇
ノ
肇
国
精

神
ヲ
顕
現
』
す
る
と
い
う
皇
国
民
教
育
の
目
的
は
な
ん
ら
修
正
さ
れ

な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
対
外
的
な
『
侵
略
』
戦
争
の
遂
行
こ
そ
が
、

皇
国
民
教
育
の
本
来
の
目
的
だ
っ
た
」
か
ら
。「
ま
た
『
八
紘
一
宇
』

と
い
う
言
葉
の
専
門
家
で
あ
る
三
上
委
員
や
山
田
委
員
が
そ
の
言
葉

の
使
用
に
反
対
し
た
の
は
、
か
れ
ら
が
対
外
『
侵
略
』
そ
の
も
の
に

反
対
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
、
日
本
が
対
外
『
侵

略
』
を
た
く
み
に
遂
行
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
意
志
を
『
政
府

ノ
教
育
ノ
方
針
』
と
し
て
あ
ら
わ
に
か
か
げ
る
こ
と
は
得
策
で
は
な

い
と
判
断
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
荒
木
文
相
た
ち
以

上
に
両
委
員
の
方
が
政
治
家
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
い

う
評
価
を
下
し
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
、
議
事
録
を
読
ん
で
み
て
、

な
ぜ
こ
う
い
う
評
価
が
で
き
る
の
か
な
と
思
う
の
で
す
。
政
治
的
判

断
を
し
て
異
議
を
唱
え
た
と
安
川
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
根
拠

が
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

　

三
人
の
意
見
を
紹
介
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
三
人
に
共
通
す
る
こ

と
は
、
八
紘
一
宇
と
い
う
用
語
を
「
侵
略
」
と
い
う
認
識
に
ひ
き
つ

け
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
対
外
的
な

外
交
状
況
と
か
そ
う
い
う
も
の
と
絡
め
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
林
澄
兄
と
い
う
教
育
学
者
が
い
る
の
で
す
が
、
彼

の
本
を
読
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
議
事
を
概
観
し
た
あ
と
で
、

「
結
局
こ
の
議
事
の
経
過
を
見
る
と
、
八
紘
一
宇
の
精
神
と
い
う
も
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の
は
、
一
は
和
親
主
義
、
平
和
主
義
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う

い
う
所
に
落
ち
付
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
吾
々
が
八
紘
一
宇
の
精
神

を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
和
親
主
義
、
平
和
主
義
の
立
場
に

立
っ
て
、
周
囲
の
国
々
を
も
徳
化
し
て
行
く
と
い
う
洵
に
穏
か
な
精

神
に
外
な
ら
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
ど
っ
ち
が
正
し
い
の
だ
ろ
う

か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
群
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
こ

の
用
語
を
巡
っ
て
、
当
時
の
人
た
ち
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
を
根
拠

に
し
て
非
常
に
温
和
な
精
神
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
戦
後
の
研
究
者
は
、
日
本
政
府
が
対
外
的
に
戦
っ
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
と
絡
め
て
侵
略
思
想
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
姿

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し

た
よ
う
に
、
教
育
審
議
会
で
は
平
和
主
義
の
意
味
で
了
承
さ
れ
て
、

総
会
で
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
そ
の
よ

う
に
と
ら
え
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
自
身
は
思
う
と
こ
ろ

で
す
。

　

い
ま
前
半
の
と
こ
ろ
で
先
行
研
究
者
の
見
解
や
議
事
録
の
経
過
を

見
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
教
育
審
議
会
の
議
事
経
過
を
見
て
い
て
、
結
局
、
用
語
の

意
味
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
の
た
め

に
制
度
改
革
を
す
る
の
か
と
い
う
議
論
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で

す
。
冒
頭
で
学
校
教
育
の
理
念
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
問
い
か
け
て

み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
議
論
か
ら
は
、
ま
た
用
語
を
解
釈
す
る

こ
と
か
ら
は
、
国
民
学
校
の
教
育
理
念
を
読
み
解
く
の
は
ち
ょ
っ
と

無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
私
自
身
、
別
の
見
方
と
い

う
か
、
観
点
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
明
治
か
ら
の
教
育
理
念
と
い
う
の
は
、
冒
頭
で

も
す
こ
し
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
五
年
の
学
制
の
序
文
に
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
国
民
皆
学
で
あ
り
ま
し
た
。
国
民
は
等
し
く
学
校
へ

就
学
す
る
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
法

令
が
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
過
程

に
お
い
て
も
就
学
を
奨
励
す
る
よ
う
な
施
策
は
と
ら
れ
て
き
て
お
り

ま
す
。
で
す
の
で
、
尋
常
小
学
校
か
ら
国
民
学
校
へ
の
制
度
改
革
も
、

そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
こ
こ
で
仕
切
り
直
し
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
教
育
審
議
会
に
お
い
て
も
児
童
の
就
学
に
関
し
て
議
論
が
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
り
わ
け
貧
困
家
庭
の
児
童
の
就
学
奨
励
に

つ
い
て
の
話
題
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
第
十
回
総
会
で
八
紘
一
宇
と
い
う
用
語
が
い
ろ
い
ろ
議

論
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
教
育
理
念
を
理
解
す

る
の
は
ち
ょ
っ
と
ど
う
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

参
考
資
料
の
数
字
が
載
っ
て
い
る
も
の
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が
、
①
の
義
務
教
育
就
学
率
の
推
移
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

左
側
の
一
八
七
三
年
、
明
治
六
年
の
あ
た
り
か
ら
男
子
と
女
子
の
就
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学
率
、
真
ん
中
に
平
均
値
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
当
初
は
本
当
に

低
い
の
で
す
が
、
明
治
十
九
年
の
小
学
校
令
の
と
こ
ろ
で
は
、
な
か

な
か
数
値
が
向
上
し
て
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
八
九
四
年
、
日

清
戦
争
あ
た
り
で
日
本
が
大
国
で
あ
る
清
と
戦
っ
て
日
本
が
勝
っ
た
。

そ
れ
は
教
育
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
国
民
の
意

識
も
変
わ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
後
明
治
三
十
三
年
、
小
学

校
令
の
第
三
次
の
改
正
の
時
に
は
授
業
料
を
取
ら
な
い
よ
う
に
し
て

い
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
ぐ
ー
ん
と
就
学
率
が
上
が
っ
て
お

り
ま
す
。
明
治
の
末
ご
ろ
に
な
る
と
九
八
％
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
ま
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

右
側
の
②
の
表
は
細
か
な
数
値
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

就
学
率
の
推
移
が
さ
ら
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
も
、
こ
の

就
学
率
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
に
近
い
よ
う
な
資
料
を
見
て
き
て
、
本
当

に
み
ん
な
が
通
え
る
時
代
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
③
、
④
に
見
ら
れ
る
資
料
、
す
こ
し
古
い
論
文
で
す

け
れ
ど
も
、
田
中
勝
文
氏
の
『「
学
齢
児
童
就
学
奨
励
規
程
」
制
定

の
背
景
』
と
い
う
論
文
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
た
と
え

ば
④
を
見
る
と
、
小
学
校
の
脱
落
者
数
と
か
脱
落
率
と
い
う
の
が
紹

介
さ
れ
て
い
て
、
入
学
年
度
と
卒
業
年
度
の
数
で
す
ね
、
そ
の
人
数

か
ら
差
し
引
き
し
て
脱
落
者
数
を
出
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
途
中
で

や
め
て
い
っ
た
子
供
た
ち
が
こ
れ
だ
け
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
就
学
義
務
の
規
定
と
い
う
の
が
明
治
十
九
年
以
降
、

小
学
校
令
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は

就
学
猶
予
と
か
就
学
免
除
、
家
計
が
苦
し
く
て
貧
し
い
家
庭
の
子
供

に
は
就
学
免
除
、
就
学
猶
予
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
お
子
さ
ん
が
学
校
に
通
っ
て
い
な
か
っ

た
。
で
す
か
ら
、
①
、
②
の
と
こ
ろ
で
就
学
率
が
一
〇
〇
％
近
く

な
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
両
者
の
資
料
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
引
っ

張
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
、
ど
れ
く
ら
い
整
合
性
が

あ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
あ
れ
、
み
ん
な
が
み
ん
な
就
学

で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
数
字
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
文
章
の
ほ
う
に
戻
り
ま
す
。
学
齢
児
童
の
就
学
状
況

を
い
ま
見
た
わ
け
で
す
が
、
と
く
に
貧
困
家
庭
の
児
童
が
就
学
困
難

な
状
況
に
置
か
れ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
は
学
校
教
育
が
長
年
に
わ

た
っ
て
抱
え
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
大
正
十
三
年
一
月
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
皇
太
子

（
の
ち
の
昭
和
天
皇
）
の
ご
成
婚
を
契
機
と
し
て
、
生
活
困
窮
度
の
高

い
児
童
を
救
済
す
る
た
め
の
資
金
、
百
万
円
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う

事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
貧
困
児
童
就
学
奨
励
資
金
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
さ
ら
に
昭
和
三
年
十
月
四
日
付
の
文
部
省
訓
令
第
18
号

に
よ
っ
て
「
学
齢
児
童
就
学
奨
励
規
程
」
と
い
う
も
の
が
定
め
ら
れ
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て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
上
記
の
貧
困
児
童
就
学
奨
励
資
金
に
端
を

発
す
る
も
の
で
、
毎
年
国
庫
か
ら
支
出
さ
れ
る
補
助
金
と
道
府
県
費
、

市
町
村
費
等
の
支
出
金
、
お
よ
び
寄
附
金
等
を
そ
の
資
金
と
し
て
、

貧
困
な
学
齢
児
童
の
就
学
奨
励
の
た
め
に
、
教
科
書
、
学
用
品
、
被

服
、
食
料
そ
の
他
生
活
費
の
一
部
又
は
全
部
の
支
弁
又
は
給
与
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
し
た
。

　

就
学
奨
励
の
資
金
の
支
出
状
況
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か

と
い
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
数
字
の
載
っ
て
い
た
プ
リ

ン
ト
の
⑤
、
学
齢
児
童
就
学
奨
励
の
概
況
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
大

正
十
三
年
、
皇
太
子
の
ご
成
婚
の
年
で
す
ね
。
受
給
人
数
で
い
い
ま

す
と
、
十
五
万
九
千
三
十
一
人
に
対
し
て
お
金
を
下
賜
し
た
。
小
学

校
の
児
童
数
に
対
す
る
率
で
一
・
七
％
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
昭
和
に
入
っ
て
、
昭
和
九
年
ま
で
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

受
給
人
数
が
百
八
万
六
千
八
百
九
十
九
人
、
小
学
校
児
童
数
に
対
す

る
比
率
は
九
・
六
八
％
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
不
況
の
影
響
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
支
援
策
が
と
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
う
い
う
経
済
的
な
補
助
に
加
え
て
昭
和
七
年
か
ら
学

校
給
食
の
実
施
と
並
行
し
て
こ
う
い
っ
た
施
策
が
行
わ
れ
て
い
て
、

こ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
教
育
改
革
時
ま
で
継
続
さ
れ
た
と
書

か
れ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
数
多
く
の
子
供
た
ち
が
就
学
で
き
な
い
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
支
援
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

学
校
給
食
を
実
施
す
る
こ
と
の
規
定
が
あ
る
の
で
す
が
、
表
向
き

は
子
供
た
ち
の
養
護
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
実
際
に
は
貧
困
救
済
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
資
料
は
皆
さ
ん
の
手
元
に
は
な
い
の

で
す
が
、
昭
和
七
年
九
月
七
日
付
の
「
文
部
省
訓
令
第
十
八
号
」
と

「
学
校
給
食
臨
時
施
設
方
法
ニ
関
ス
ル
件
」
に
詳
し
く
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
貧
困
の
た
め
に
就
学
が
困
難
な
児
童
で
、

給
食
の
た
め
に
就
学
が
で
き
る
者
や
栄
養
不
良
の
た
め
に
欠
席
し
が

ち
な
者
に
対
し
て
、
そ
う
い
っ
た
お
子
さ
ん
に
は
学
校
給
食
を
支
給

し
て
、
学
校
で
勉
強
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と

が
書
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

教
育
審
議
会
の
中
で
も
、
こ
の
貧
困
児
童
の
就
学
支
援
と
い
う
こ

と
が
第
十
五
回
整
理
委
員
会
の
と
こ
ろ
で
も
議
論
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
の
文
章
は
飛
ば
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
子
供
た
ち

が
就
学
で
き
な
い
状
況
を
な
ん
と
か
改
善
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
議

論
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
問
題
と
し
て
、
児
童
労
働
と

い
っ
た
問
題
が
非
常
に
切
実
な
子
供
た
ち
の
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
ら
の
解
消
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
議
論
さ
れ
て
い

ま
し
て
、
こ
こ
で
は
審
議
の
中
身
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
言
い
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
就
学
義
務
制
を
実
施
す
る
こ
と
で
い
い
で

し
ょ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
経
過
を
見
て
き
ま
す
と
、
国
民
学
校
と
い
う
の
は
そ
う

い
う
子
供
た
ち
の
就
学
を
義
務
化
す
る
こ
と
で
学
校
へ
通
わ
せ
る
と
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い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
さ
っ
き
紹

介
し
た
い
ろ
い
ろ
な
支
援
策
と
か
見
て
い
く
と
、
そ
う
と
ら
え
る
の

が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、

当
時
の
文
部
省
と
か
学
制
改
革
に
か
か
わ
っ
た
人
物
の
言
質
を
探
究

し
て
、
論
証
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
7
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
倉
林
源
四

郎
と
い
う
文
部
省
督
学
官
の
説
明
を
見
て
み
ま
す
と
、「
新
制
国
民

学
校
の
特
色
は
こ
れ
を
制
度
の
方
面
と
内
容
と
か
ら
見
て
み
る
な
ら

ば
、
制
度
の
方
で
は
、
日
本
国
民
た
る
も
の
は
必
ず
こ
の
学
校
で
の

教
育
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
表
す
意
味
で
、
名
称
を
国
民
学
校

と
し
た
こ
と
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
次
は
修
業
年
限
を
八
ヶ
年
と
し
、

こ
れ
を
義
務
制
と
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

尋
常
小
学
校
か
ら
国
民
学
校
へ
と
名
称
を
変
え
た
意
味
は
、
そ
こ
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
国
民
は
学
校
に
就
学
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
を
表
す
た
め
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
文
部
省
の
教
育
調
査
部
長
を
歴
任
し
て
、
教
育
学
者
で
も

あ
る
篠
原
助
市
と
い
う
人
物
の
発
言
に
注
目
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま

す
。
一
九
四
〇
年
、
昭
和
十
五
年
の
夏
に
信
濃
教
育
会
が
開
催
し
た

講
習
会
で
の
彼
の
講
話
で
す
。
篠
原
自
身
、
自
分
の
個
人
的
な
意
見

は
多
少
加
わ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
文
部
省
の
見
解
を
解
説

し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
話
を
し
て
お
り
ま
す
。「
義
務
教
育
年

限
延
長
と
国
民
学
校
」
と
い
う
話
題
の
と
こ
ろ
で
言
っ
て
い
る
こ
と

は
、「
第
一
に
は
総
て
の
国
民
が
必
ず
就
い
て
学
ぶ
べ
き
学
校
で
あ

り
、
国
民
一
人
残
ら
ず
を
対
象
に
し
た
学
校
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
国
民
の
何
人
も
此
の
門
戸
を
く
ぐ
っ
て
学
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
、
三
つ
め
の
と
こ
ろ
は
端
折
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
読
み
上
げ
た
一
つ
め
の
議
論
が
、
先
ほ
ど
の

倉
林
の
解
説
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
わ
が
国
の
国
民
学
校
と
ド
イ
ツ

の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ュ
ー
レ
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
一
般
に
は
、
日
本
は
同
盟
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク

ス
シ
ュ
ー
レ
を
模
倣
し
て
国
民
学
校
に
改
革
し
た
と
理
解
さ
れ
が
ち

で
す
け
れ
ど
も
、
篠
原
は
そ
の
認
識
を
改
め
て
も
ら
い
た
い
、
そ
う

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
学
校
教
育
の
精
神
は
全
然

異
な
り
ま
す
、
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ュ
ー
レ
は
本
来
階
級
思
想

を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
8
ペ
ー
ジ
の
と
こ

ろ
で
す
。
私
は
こ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
の
教
育
制
度
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
す
が
、

彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
に
沿
っ
て
い
い
ま
す
と
、
大
学
に
入
っ
て
い

け
る
子
供
た
ち
は
初
め
か
ら
中
等
学
校
の
予
備
校
に
入
っ
て
、
大
学

に
行
け
な
い
子
供
た
ち
が
初
め
か
ら
国
民
学
校
に
入
っ
て
い
く
ん
だ

と
。
す
な
わ
ち
資
力
豊
か
な
子
供
は
三
年
の
中
等
学
校
予
備
校
に
入

り
、
中
等
学
校
を
九
年
や
っ
て
、
上
の
学
校
へ
行
く
。
余
力
の
な
い

の
が
国
民
学
校
に
入
る
。
階
級
的
で
あ
る
と
ド
イ
ツ
の
就
学
状
況
に
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つ
い
て
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
で
も
統
一
学
校

運
動
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
、
教
育
制
度
の
改
革
が
な
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
と
も
か
く
大
学
に
行
く
家
計
が
豊
か
な
子
供
た

ち
の
コ
ー
ス
と
、
経
済
的
に
苦
し
い
子
供
た
ち
が
行
く
国
民
学
校
と

い
う
ふ
う
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
統
一
学
校
運
動
と

い
う
と
こ
ろ
で
改
善
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
う
話
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
さ
う
い
ふ
ド
イ
ツ
の
国
民

学
校
と
日
本
の
国
民
学
校
と
は
全
然
違
ふ
。
ど
だ
い
歴
史
が
違
ふ
。

我
が
国
に
於
て
は
か
う
し
た
階
級
思
想
な
ど
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。
明

治
五
年
の
学
制
頒
布
の
時
既
に
士
農
工
商
共
に
同
一
の
学
校
に
入
学

さ
せ
る
と
い
ふ
大
精
神
が
出
来
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
」。
そ
し
て
、

「
然
も
『
邑
に
不
学
の
戸
な
く
家
に
不
学
の
人
な
か
ら
し
め
ん
事
を

期
す
』（
学
制
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
）
と
あ
の
布
告
に
あ

り
ま
す
。
父
兄
た
る
も
の
は
愛
育
の
情
を
致
し
て
必
ず
入
学
せ
む
べ

き
も
の
な
り
と
し
て
あ
り
ま
す
。
我
が
国
民
学
校
は
さ
う
い
ふ
も
の

で
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ュ
ー
レ
と
は
全
然
違
う
。
明
治
五
年
既

に
世
界
の
先
進
国
と
し
て
範
を
垂
れ
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
、

そ
の
違
い
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。

　

篠
原
が
言
う
に
は
、
多
く
の
人
が
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
考
え
が

至
っ
て
い
な
い
。
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
す
こ
し
詳
し
く
述
べ
た

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ュ
ー
レ
と
日
本
の

国
民
学
校
と
い
う
の
は
、
同
一
視
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
精
神

は
違
う
と
い
う
篠
原
の
指
摘
は
、
注
目
に
値
す
る
と
い
い
ま
す
か
、

私
も
こ
れ
を
読
ん
で
、「
あ
、
そ
う
か
、」
と
納
得
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

吉
田
熊
次
と
い
う
教
育
学
者
が
い
ま
す
。
東
京
帝
国
大
学
の
先
生

で
、
こ
の
時
に
は
確
か
も
う
定
年
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
吉

田
熊
次
も
国
民
学
校
に
関
す
る
著
作
を
著
し
て
お
り
ま
し
て
、
彼
の

本
を
読
ん
で
い
た
ら
、
篠
原
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
文

章
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。「
ド
イ
ツ

の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ウ
レ
は
西
暦
千
九
百
十
八
年
の
革
命
以
前
に
あ
っ

て
は
寧
ろ
庶
民
学
校
と
呼
ば
れ
る
に
応
は
し
く
、
上
流
社
会
の
為
の

高
等
学
校
系
統
の
も
の
と
は
全
然
別
個
の
系
統
を
形
作
っ
て
い
た
」

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
然
る
に
、
我
が
国
の
小
学
校

は
明
治
五
年
の
学
制
以
来
そ
の
実
質
に
於
い
て
は
国
民
全
体
の
初
等

教
育
機
関
で
あ
っ
て
、
全
国
民
が
身
分
職
業
の
別
な
く
等
し
く
国
民

と
し
て
の
基
礎
教
育
を
受
く
べ
き
機
関
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

名
称
は
小
学
校
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
質
に
於
て
は
文
字
通
り
の
国

民
学
校
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル
ク
ス
シ
ウ
レ
即
ち
国
民
学
校

と
は
凡
そ
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、

篠
原
と
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、「
新
制
国
民

学
校
は
我
が
国
の
従
来
の
小
学
校
と
全
然
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
の

如
く
、
宣
伝
す
る
こ
と
は
当
ら
な
い
と
思
ふ
。
寧
ろ
従
来
か
ら
国
民

学
校
で
あ
っ
た
小
学
校
を
改
称
し
て
名
実
相
叶
う
や
う
に
な
し
た
と

解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
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倉
林
、
篠
原
、
そ
し
て
吉
田
の
当
時
の
資
料
を
見
て
き
ま
す
と
、

冒
頭
で
言
っ
て
い
た
よ
う
な
八
紘
一
宇
と
い
う
、
た
し
か
に
当
時
の

文
章
の
中
で
用
い
ら
れ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
か
ら
教
育
理
念
を
読
み
解
く
の
は
違
っ
て
い
て
、
本
当
の
意
味
は

こ
こ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
国
民
学
校

に
制
度
改
革
を
し
た
意
義
は
、
国
民
が
等
し
く
就
学
で
き
る
よ
う
に

制
度
改
革
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
関
し
て
は
「
国
民
学
校
制
度
ニ
関
ス
ル
解
説
」
と
い
う
冊

子
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
物
で
す
が
、
文
部
省
普
通
学
務
局
が
編

纂
し
た
解
説
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、「
就
学
義

務
ノ
徹
底
ヲ
図
リ
タ
ル
コ
ト
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
す
。
9
ペ
ー

ジ
の
上
に
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
時
間
も
迫
っ
て
き
た
の
で

読
み
上
げ
ま
せ
ん
が
、
文
部
省
が
こ
う
や
っ
て
示
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
公
式
の
文
書
か
ら
も
就
学
の
義
務
の
徹
底
を
目
指
し
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
り
わ
け
、
貧
困
を
事
由
と
し
た
就
学
義

務
の
免
除
と
か
い
う
の
は
な
く
し
た
こ
と
と
か
、
家
庭
で
尋
常
小
学

校
の
教
科
を
修
め
る
こ
と
を
廃
止
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
民
学
校
に
お
い
て
は
学
制
以
来
の
教
育
理
念

を
継
承
し
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
う
結
論
に
、
私
と
し
て
は
至
り
ま
し
た
。

　

先
行
研
究
者
の
安
川
氏
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
こ
の
資
料
、

五
一
四
ペ
ー
ジ
の
後
ろ
の
と
こ
ろ
に
、「
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
実

施
を
予
定
さ
れ
た
義
務
教
育
の
年
限
延
長
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

国
民
の
た
め
の
教
育
の
機
会
の
拡
充
や
子
ど
も
の
教
育
を
う
け
る
権

利
を
保
障
す
る
た
め
の
施
策
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い

て
い
る
。
こ
れ
は
国
立
教
育
研
究
所
の
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』

に
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
逆
だ
と
思
い
ま
す
。
安
川
氏
の
い

う
国
民
の
教
育
機
会
の
拡
充
や
子
供
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障

す
る
た
め
の
施
策
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
対
し
て
、
私
は
逆

の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
議
論
が

必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
と
し
ま
し
て
は
、
明
治
五
年
に
示
さ

れ
た
学
制
以
来
の
教
育
理
念
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
そ

れ
を
国
民
学
校
発
足
の
昭
和
十
六
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
実
現
さ
せ
よ

う
と
し
た
と
い
う
の
が
結
論
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
の
課
題
と
し
ま
し
て
、
教
育
審
議
会
の
議
事
録
の
中
で
貧
困

家
庭
の
支
援
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
の
議
論
を

詳
細
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
子

供
た
ち
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
児
童
労
働
の
解
消
と
か
、
そ
う
い
っ
た

い
わ
ゆ
る
児
童
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
資
料
を
読
み
解
い
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
児
童
労

働
の
解
消
と
い
う
と
こ
ろ
の
下
に
就
学
義
務
の
徹
底
と
児
童
労
働
の

禁
止
と
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
な
ん
か
は
戦
後
の
教
育

基
本
法
、
学
校
教
育
法
の
体
制
と
基
本
的
構
造
は
変
わ
ら
な
い
。
要

す
る
に
、
学
齢
児
童
、
学
齢
生
徒
、
義
務
教
育
段
階
の
子
供
た
ち
が
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恒
常
的
な
仕
事
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
全
く
同
じ
な
ん

で
す
ね
。
こ
の
当
時
、
先
ほ
ど
田
中
氏
の
論
文
の
中
に
も
紹
介
さ
れ

て
い
た
の
で
す
が
、
子
供
の
時
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
て
い
る
。

義
務
教
育
、
国
民
学
校
は
八
年
制
で
す
け
れ
ど
も
、
八
年
間
就
学
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
に
つ
け
な
い
よ
う
に
規
制
を
か
け
て
子

供
た
ち
を
保
護
す
る
。
学
校
教
育
の
な
か
で
き
ち
ん
と
八
年
間
教
育

を
施
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
教
育
内
容
の
話
を
し
ま
す
と
、
高
等
科

の
と
こ
ろ
で
実
業
科
、
い
わ
ゆ
る
職
業
に
関
す
る
こ
と
を
勉
強
し
て
、

義
務
教
育
を
終
え
て
社
会
に
出
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て

改
革
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
学
校
と
い
う
の
は
明
治
期
か
ら
続
い
て
き
た
教
育
制

度
を
抜
本
的
に
改
革
し
よ
う
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
、
小
学
校

令
か
ら
続
い
て
き
た
、
明
治
か
ら
続
い
て
き
た
教
育
制
度
や
政
策
の

欠
陥
と
い
い
ま
す
か
、
問
題
点
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
か
ら
大
き

く
変
え
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
も
き
ち
ん
と
整

理
し
て
研
究
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
な
と
私
自
身
考

え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
拙
い
話
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
発
表
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（

皇
學
館
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）


