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新
制
大
学
制
度
が
発
足
し
た
の
は
戦
後
問
も
な
く

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
ま

だ
地
に
つ
い
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で

は
Ⅲ
制
大
学
へ
の
接
近
を
求
め
る
声
、
ま
た
他
方
で

は
火
際
に
役
立
つ
専
門
技
術
の
習
得
を
月
標
と
し
九

Ⅲ
制
専
門
学
校
の
再
現
を
禽
す
る
武
、
そ
の
な
か

で
新
契
学
制
度
は
ゆ
さ
ぷ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に

新
制
大
学
に
お
け
る
一
般
教
、
航
程
に
関
し
て
は
、

種
々
の
立
場
か
ら
批
判
が
提
出
さ
れ
て
ぃ
る
。
こ
の

こ
と
は
新
制
大
7
兆
足
以
来
、
一
般
教
育
が
所
刈
の

日
的
を
達
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
も
物
語
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
教
票
こ
れ

ま
で
の
経
驗
と
灰
竹
の
う
え
に
九
っ
て
、
改
革
さ
れ

る
べ
き
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
价
定
で
き

一
般
教
育
の
意
義
と
あ
り
方

黒
社
大
学
一
般
教
含
研
究
会
は
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の
現
状
と
あ
り
方
を
讐
研
P
九
す
る
こ
と
を
U

的
と
し
て
、
各
学
部
ほ
ほ
二
名
す
つ
の
有
志
が
集
っ
て
、
昭
和
三
十
七
W
U
に
兆
,
止
し
、
そ
の
間
昭
和
三
↓

七
年
に
は
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
研
究
助
成
金
、
昭
和
三
十
九
年
に
は
京
与
英
会
の
研
ヂ
祁
W
金

の
交
付
を
う
け
て
、
今
Π
ま
で
大
学
の
一
般
教
育
に
関
す
る
、
現
状
の
棚
介
、
資
料
文
献
の
蒐
集
、
他
人
学
と

の
合
同
討
議
、
大
学
設
擬
準
改
善
要
綱
の
一
般
教
向
関
係
部
分
の
検
製
ど
を
行
な
っ
て
来
九
か
、
と
く
に

昭
和
二
十
九
年
六
月
に
は
木
学
二
、
三
年
生
二
下
名
を
対
象
と
し
て
、
大
学
の
一
般
教
介
に
文
弓
る
需
名
の

H
ル
調
査
を
行
な
っ
た
。
<
,
川
そ
の
集
計
と
分
析
の
作
業
を
あ
ら
ま
し
竺
る
こ
と
が
出
太
た
の
で
、
こ
こ
に

力
年
余
に
わ
た
る
討
語
舗
と
と
も
に
発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
に
ぷ
ん
に
も
、
人
.
、
時
間
と
も
イ

心
が
ち
な
共
同
研
究
で
肌
々
問
題
も
あ
る
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
が
、
李
の
一
般
歓
打
に
つ
ぃ
て
の
断
な
・
{
・

'
が
強
力
に
わ
き
上
が
る
一
つ
の
契
機
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る

二
一

、

こ
る

学
け

大
お

大
学
に
お
け
る

同志社大学

、 1、
* tl

般教育研突会
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な
い
現
状
で
あ
る
。

わ
た
く
し
た
ち
の
研
究
会
は
、
一
力
で
は
、
禿
足

呼
に
お
け
る
一
般
教
育
の
理
念
衣
省
み
つ
つ
、
他

方
で
は
、
そ
れ
が
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
在
と

い
う
時
だ
立
う
て
、
種
々
の
側
師
か
ら
一
般
歓
U

の
姦
と
あ
り
方
に
つ
い
て
討
論
を
埀
ね
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
倫
論
の
な
か
で
提
川
さ
れ
た
若
干

の
問
題
と
方
向
の
要
点
を
で
き
る
だ
け
集
約
し
た
つ

も
り
で
あ
る
0

ま
ず
、
一
般
数
門
は
、
知
墜
」
人
類
の
理
想
実
現

に
ふ
り
む
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
問
の
形
成
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
前
提
を
立
て
て
み
ょ

う
。
こ
の
前
提
は
、
た
し
か
に
一
般
教
台
の
意
義
を

全
而
的
に
つ
く
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

、
゛
 
0

し
か
し
、
戦
前
の
大
学
教
介
が
専
門
的
知
散
の

し偏
毛
の
な
か
で
失
い
が
ち
で
あ
っ
た
広
い
視
野
に
立

つ
豊
か
な
人
問
の
形
成
と
い
・
う
課
題
を
に
な
っ
て
一

般
教
育
が
新
制
大
学
教
育
の
課
程
と
し
て
導
入
さ
れ

た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
か
か

る
人
問
形
成
の
必
雲
性
は
現
在
に
お
い
て
、
む
し
ろ

急
務
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
そ
う
な
る
と
、
一
般
契
!
は
単
に
専
門
課

程
の
入
円
ま
た
は
概
論
で
あ
っ
て
は
傑
が
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
突
際
に
は
大

半
教
育
課
程
の
一
環
と
し
て
、
専
門
課
程
と
の
関
連

性
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の

は
、
や
や
も
す
る
と
、
一
般
教
育
課
程
と
専
門
課
程

と
が
断
絶
す
る
傾
向
が
起
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
専
門
課
程
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
一
般
教
育

無
用
論
が
提
起
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
無
用
論
と
ま
で

は
い
か
な
く
と
も
、
そ
れ
を
専
門
課
程
に
直
接
役
立

ち
う
る
基
礎
課
程
に
改
造
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
起

つ
て
く
る
余
地
が
あ
る
。
か
か
る
提
案
は
教
授
の
側

か
ら
も
提
出
さ
れ
る
が
、
ま
た
、
大
学
入
学
と
同
時

に
専
門
的
知
滋
を
求
め
る
学
生
の
側
か
ら
の
要
求
と

も
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
噂
ち
に
役
立
ち
う
る
脚
門

的
祷
者
を
求
め
る
実
社
会
の
声
と
も
結
び
つ
く
。

こ
の
こ
と
は
専
門
課
程
が
戦
前
の
三
年
か
ら
二
年
に

篇
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
っ
て
生
じ
た
、
専
門
教
育
の

不
充
分
さ
と
い
う
こ
と
を
背
需
も
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
従
来
の
一
般
教
育
が
そ
の
姦
を
充

分
に
需
さ
れ
る
ま
で
に
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
こ

と
に
も
も
と
づ
く
で
あ
ら
う
。
と
も
あ
れ
、
か
か
る

提
楽
は
基
礎
科
目
の
設
定
と
い
う
形
で
部
分
的
に
具

休
化
し
つ
つ
ぁ
る
。
一
般
教
育
の
立
場
に
立
っ
て
考

え
く
も
、
基
礎
科
目
の
没
定
そ
の
も
の
に
直
接
反
対

す
る
理
山
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
一

般
教
育
と
導
門
教
*
」
と
を
結
び
つ
け
る
橋
わ
た
し
的

性
格
を
も
つ
と
門
え
れ
ぱ
、
て
忠
式
は
充
分
に
爪

認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
そ

れ
が
、
全
般
的
に
一
般
教
村
に
と
っ
て
代
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
綴
が
別
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
や

は
り
基
礎
科
U
と
は
本
質
的
に
異
っ
た
一
般
教
介
の

性
格
と
意
義
が
再
瀦
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
一
般
教
育
が
惇
内

課
程
と
の
関
連
に
お
い
て
な
ん
ら
の
効
用
を
も
も
た

な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
あ
る

べ
き
一
般
教
介
は
大
学
教
轟
程
の
一
環
と
し
て
、

け
っ
し
て
、
付
課
程
と
断
絶
し
た
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
し
、
ま
九
断
絶
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

九
だ
し
か
し
、
 
C
の
効
用
性
は
基
礎
科
目
の
場
合
と

は
異
り
、
よ
り
広
い
一
孫
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
広
い

視
野
に
立
っ
牲
か
な
人
閥
の
形
成
を
目
指
し
つ
つ
、

局
課
程
と
躯
し
な
い
よ
う
な
一
般
教
育
は
ど
の

よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
と
い

う
、
よ
り
具
休
的
な
課
題
に
当
血
す
る
。

現
在
、
専
門
の
学
問
は
、
細
分
化
さ
れ
、
個
別
化
さ

れ
て
お
り
、
て
の
傾
川
は
、
△
,
後
、
ま
す
ま
す
進
媛

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
す
べ
て
の

「
モ
ノ
」
は
樹
互
に
鬨
連
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
専
川
の
分
野
が
細
分
化
さ
れ
、
仙
別
化
さ



れ
れ
ぱ
さ
れ
る
ほ
ど
、
全
体
の
な
か
で
の
そ
の
位
遣

づ
け
が
製
と
な
る
。
専
門
分
野
の
研
究
に
立
ち
入

る
に
先
Y
ち
、
ま
ず
自
分
の
専
円
研
究
の
位
置
づ
け

を
つ
ね
急
散
し
、
.
反
省
す
る
男
裂
が
必
要
で

あ
ろ
う
一
般
教
稟
、
か
か
る
導
の
訓
練
を
可

能
に
す
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
轟
教
育
に
対
し

て
、
重
要
な
効
用
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
観
点
に
必
L
ば
、
一
般
教
介
は
、
「
お
よ
そ
モ
ノ

を
認
識
す
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
と
ら
え
方
が
必
喪

か
」
と
い
う
課
題
を
つ
ね
に
根
底
に
も
つ
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
モ
ノ
」
は
、
つ
ね
に
発
展
し
て
お
り
、
ま
た
つ
ね

に
総
休
と
し
て
存
存
し
て
い
る
。
し
九
が
っ
て
、

「
モ
ノ
」
を
把
握
す
る
場
合
に
は
つ
ね
に
「
モ
ノ
」

左
窕
展
し
て
い
ろ
も
の
と
し
て
黒
し
、
つ
ね
に

「
モ
ノ
」
を
相
互
に
関
連
し
て
い
る
も
の
と
し
て
と

ら
え
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
教
育
に
ょ
っ

て
、
そ
う
い
っ
た
「
モ
ノ
の
見
方
を
習
得
す
る
な

ら
ぱ
、
自
分
の
選
ぷ
専
門
研
究
の
位
置
づ
け
が
明
瞭

に
な
り
、
ま
た
専
門
知
識
を
人
類
の
理
想
実
現
に
ふ

り
む
け
る
た
め
の
実
践
的
基
準
に
指
針
が
あ
た
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
お
よ
そ
、
学
問
と

は
わ
れ
わ
れ
の
人
生
に
と
っ
て
ど
ぅ
い
う
意
味
を
も

つ
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
前
提
の
上
に

立
二
L
、
自
信
と
情
熱
を
も
っ
て
専
門
研
究
に
進
ん

で
ゅ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
教
育
は
、
も
ち
ろ
ん
「
モ

ノ
の
み
か
た
」
そ
の
も
の
を
抽
象
的
に
教
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
一
般
教
育
は
人

が
数

文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然

学
学

3
全

科
学
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

工
島

ヒ
、

の
鴛
を
媒
介
と
す
る
。
し

械
た

農

た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
問
題
と

子
を

電
れ

な
る
の
は
、
一
般
教
育
課
程

、
ニ

力
が

生
る

に
お
け
る
三
系
列
、
す
な
わ

回
い

?
て

数
数
は
れ

出
^
鍔
ち
、
人
文
科
蛍
社
会
科
学
、

計

調
在
工
増

、
、
,
自
然
科
学
、
相
亙
の
関
連
性

、
.

佃

と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
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こ
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計

英
文
社
計

祁

で
は
、
こ
の
三
分
野
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ

レ
才

「
方
法
」
で
は
な
く
「
対
象
領
域
」
で
あ
る
と
老
え

ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
三
分

野
の
底
辺
と
し
て
先
に
の
べ
た
「
モ
ノ
の
み
か
た
」

に
つ
い
て
の
共
通
の
思
考
法
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
分
野
は
共
通
の
土
台
を

も
ち
つ
つ
、
上
部
に
お
い
て
対
線
領
域
の
差
異
に
よ

つ
て
区
分
さ
れ
る
と
考
え
れ
ぱ
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
こ
れ
ら
三
分
野
の
対
象
韻
域
は
ど
の
よ
う
に
分

類
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る

「
モ
ノ
」
を
含
む
「
自
然
」
と
い
う
領
域
は
容
易
に

設
定
さ
れ
う
る
。
そ
こ
に
は
本
来
は
人
間
も
含
ま
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
か
か
る
自
然
に
対
し
て
、
自
然

に
働
き
か
け
る
も
の
と
し
て
自
然
か
ら
独
立
し
、
自

然
か
ら
分
離
し
、
自
然
と
対
立
す
る
人
間
、
ま
た
人

間
集
団
(
社
会
)
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く

て
自
然
科
学
の
対
象
領
域
と
は
、
本
来
は
人
間
を
も

包
含
し
九
自
然
か
ら
、
と
く
に
人
間
社
会
を
除
外
し

九
部
分
、
社
会
科
学
の
対
象
は
、
自
然
か
ら
分
籬
し

た
人
間
社
会
人
文
科
学
の
対
象
領
域
は
、
社
会
科

学
の
領
域
の
な
か
で
、
社
会
に
働
き
か
け
る
人
間
そ

の
も
の
を
研
究
す
る
特
殊
領
域
と
い
う
よ
う
に
考
え

ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
自
然
、
社
会
、
人
文
の
三
分
野
は
個
々

文

政

計

工

経
商

6

気

機

第 1 図

学部学科?回生 3回生

法

法

?・3回生)

工化

計



ぱ
ら
ば
ら
の
領
域
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
相

互
に
密
接
な
関
連
性
を
も
ち
、
全
体
の
な
か
で
、

統
合
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科

学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
領
域
の
相
対
的
独
自
性
を

反
映
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
こ
こ
で

は
、
一
般
教
育
が
単
独
科
目
コ
ー
ス
よ
り
も
、
絲
合

コ
ー
ス
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
、
よ
り
望
ま

し
い
と
い
う
提
案
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
く
る
。

ま
九
、
自
分
の
専
門
研
究
の
全
体
と
の
関
連
の
な
か

で
の
位
置
づ
け
を
反
省
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
そ
の

専
門
研
究
の
意
義
を
明
確
化
す
る
た
め
に
は
、
一
般

教
*
同
、
と
く
に
、
綜
合
コ
ー
ス
の
も
と
で
行
な
わ
れ

る
一
般
教
育
を
専
門
課
程
の
前
段
階
に
お
く
の
で
は

な
く
、
専
門
課
程
と
平
行
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
噂

門
課
程
終
了
時
に
お
く
こ
と
が
、
む
し
ろ
有
効
で
あ

る
と
い
う
意
見
も
当
を
え
九
も
の
と
し
て
う
か
び
あ

が
う
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

般
教
育
に
関
す
る
学
生
の
意
識
調
査

ね
ら
い
と
方
法

新
制
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の
理
念
念
求
し

て
ゅ
く
過
程
で
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
教
育
に
対
す
る

関
係
者
の
慧
・
批
判
・
希
望
を
調
査
す
る
必
要
を

感
じ
た
。
一
つ
に
は
糊
大
学
の
理
念
の
中
心
を
し

め
る
一
般
教
育
の
理
想
が
関
係
者
の
な
か
に
ど
の
程

度
理
解
さ
れ
定
着
し
て
い
る
か
を
知
る
た
め
で
あ

こ
の
ほ
か
に
一
般
の
社
会
人
が
ど
ぅ
冴
え
て
い
る

か
を
調
査
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
Ⅲ
制
大
学
の
教
育

を
う
け
九
社
会
人
に
関
し
て
は
、
新
制
大
学
の
一
般

教
台
の
理
念
を
説
明
し
た
う
え
で
、
意
見
を
き
く
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
当
面
の
対
象
か
ら
省
い
た
。

以
上
の
三
つ
の
調
査
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
性

と
と
も
に
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
重

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
学
生
・
卒
業
生
な
ど

被
教
育
者
の
意
見
で
あ
る
。
教
育
は
、
結
局
、
塾
U

さ
れ
る
学
生
の
人
間
形
成
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
い
か
に
す
ぐ
れ
九
教
育

制
度
や
教
育
内
容
も
、
そ
れ
に
対
す
る
学
生
の
主
体

的
な
反
応
と
成
長
を
生
み
出
さ
な
か
っ
九
な
ら
ぱ
、

無
力
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
孫
で
、
学
生

.

卒
業
生
の
一
般
教
育
に
対
す
る
意
見
・
希
望
・
批
判

そ
れ
を
直
ち
に
是
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る

は
、が

、
十
分
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
以
上
の
対
象
の
う
ち
、
器
は
在
学
生
の
恵

散
調
査
を
終
了
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
六
四
年
度
、
伺
志
社
大
学
の

二
年
・
匡
生
を
対
線
に
え
ら
ん
だ
。
一
年
生
は
ま

だ
一
般
教
育
を
う
け
は
じ
め
九
ば
か
り
で
あ
り
、
凶

保
生
は
就
職
を
ひ
か
え
て
い
る
の
で
省
い
た
。
一
年

牛
は
す
で
に
一
年
問
一
般
教
声
の
授
業
を
う
け
て
い

り
、
二
つ
に
は
、
一
般
教
育
の
理
想
と
呪
在
の
制

度
、
一
般
教
台
の
理
念
と
現
実
の
教
育
条
件
の
閻
の

矛
盾
の
所
在
と
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

り
、
三
つ
に
は
、
関
係
者
の
一
般
教
育
に
対
す
る
蜘

待
と
希
望
を
知
る
九
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の

三
つ
の
調
査
対
象
を
設
定
し
た
。
①
在
学
生
②
新

制
大
学
の
一
般
教
育
を
う
け
、
す
で
に
社
会
に
出
て

い
る
卒
業
生
③
大
学
の
教
職
員
。
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る
。
二
年
生
は
専
門
教
育
課
程
に
入
っ
て
、
一
般
教

育
全
体
に
つ
い
て
一
応
反
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

場
に
あ
る
。
調
査
対
象
と
し
て
各
学
部
と
も
に
で
き

る
だ
け
出
席
率
が
よ
く
、
学
部
の
全
学
生
を
網
羅
し

て
い
る
科
目
で
、
し
か
も
一
〒
論
査
を
さ
け
る
た

め
、
必
修
科
目
で
な
る
べ
く
出
欠
を
と
る
ク
ラ
ス
を

え
ら
ん
だ
。
調
査
方
法
は
、
各
先
生
の
協
力
を
依
頼

し
、
学
生
に
対
し
暗
示
や
予
見
を
与
え
な
い
程
度
に

簡
単
な
趣
旨
と
記
入
要
領
を
先
生
か
ら
説
明
し
て
い

九
だ
き
、
調
査
用
紙
を
学
生
に
配
布
し
、
記
入
し
て

も
ら
っ
た
。
所
要
時
問
は
聖
十
分
平
均
。

法
学
部
の
例
で
い
う
と
、
二
年
生
の
法
学
政
草

演
習
含
年
生
の
送
択
必
修
)
、
三
年
生
の
系
X
三

年
生
の
選
択
必
修
)
を
え
ら
び
、
先
生
・
学
生
双
方

か
ら
心
よ
く
協
力
を
い
九
光
い
六
。
各
学
部
別
の
在

学
生
数
に
対
す
る
調
査
学
生
数
の
割
合
条
1
図

(
飢
ヘ
ー
ジ
)
の
と
お
り
竺
0
%
で
あ
り
、
ほ
ぽ

全
学
生
黒
饗
況
を
知
り
う
る
も
の
と
考
え
る
。

詔
査
は
一
磊
査
が
の
ぞ
ま
し
い
の
で
、
一
九
六
四

年
六
月
下
旬
の
.
週
間
に
行
っ
光
。

研
究
会
)
、
同
じ
く
京
大
教
鑁
部
W
U
S
の
二
つ
の
訊

査
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
独
立
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
作
製
し
六
。
な
お
調
査
後
、
「
森
大
学

教
羣
部
蛋
」
に
「
大
学
の
一
般
教
育
に
対
す
る

礼
会
的
要
勢
翌
・
研
究
」
(
一
九
六
四
年
座

が
出
九
が
、
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
六
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
署
は
前
頁
の
と
お
り
で
あ
る
。

集
計
結
果

3

ア
ン
ケ
ー
ト
本
交

2

a
 
計
表
す
べ
て
の
回
答
全
0
八
七
)
を

架
計
す
る
余
裕
が
な
か
っ
九
の
で
、
こ
の
な
か
か
ら

無
作
為
に
一
0
六
八
を
抜
き
出
し
て
集
計
し
九
。
回

答
数
の
う
ち
球
計
し
九
も
の
の
数
は
第
2
凶
の
と
お

り
で
あ
る
。

従
来
こ
の
種
の
洲
査
は
わ
り
に
少
な
く
、
参
脊
に

し
九
の
は
大
阪
市
大
学
生
団
体
W
U
S
 
(
大
学
闇
題

い
六
。
こ
の
数
表
に
対
す
る
あ
ら
ま
し
の
分
析
に
つ

て
は
、
す
で
に
本
蟹
号
で
発
表
し
て
お
い
光
の

いで
、
そ
ち
ら
を
参
照
願
う
と
し
て
、
こ
こ
で
は
戸
需

者
の
出
序
纂
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
み
六
。

ま
ず
、
「
ふ
だ
無
鷲
出
席
し
ま
す
か
」
と
い

う
問
に
対
し
て
「
0
、
ほ
と
ん
ど
出
席
す
る
」
が
工

4
%
、
商
a
%
、
文
語
、
露
%
、
法
飢
%
と
な

つ
て
お
り
、
「
C
、
ほ
と
ん
ど
出
席
し
な
い
」
が
、

経
Ⅱ
%
、
文
玲
%
、
法
巧
%
、
 
I
N
%
、
商
B
%
と

い
う
豊
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
大
体

平
均
し
て
三
分
の
一
の
嵳
は
各
学
部
と
も
か
な
り

出
席
轟
保
し
て
い
る
が
、
一
割
五
分
ぐ
ら
い
は
ど

こ
の
学
部
で
も
ほ
と
ん
ど
出
席
し
て
い
な
い
も
の
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
残
り
は
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
に
ょ
っ
て
、
出
席
し
九
り
、
し
な
か
っ

六
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
み
る

と
、
や
は
り
、
「
a
、
誥
義
内
糖
興
味
が
あ
る
か

ら
」
と
い
う
の
が
全
学
部
を
通
じ
て
圧
倒
的
な
数
字

を
示
し
て
お
り
、
他
の
項
倒
の
ほ
と
ん
ど
二
倍
近
い

割
合
に
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、
「
b
、
担
当
者
の

)し

人
柄
に
ひ
か
れ
九
か
ら
」
と
い
う
の
が
例
外
な
く
二

位
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
d
、
出
席
し
な
い
と
単
位

が
と
り
に
く
い
か
ら
」
と
か
、
「
e
、
出
席
す
る
の

が
当
発
か
ら
」
と
い
う
項
目
は
、
こ
の
二
つ
に
く

b
 
集
計
表
の
意
味
ア
ン
ケ
ー
ト
製
徐
計

結
果
は
そ
れ
ぞ
れ
質
問
事
項
の
項
別
ご
と
に
学
部
、

'
1
陽

■
1

籍
数

在
老

4
 
6
 
2
 
6
 
2
 
7
 
8

1
一
ミ

〕
弄
、
男
女
別

に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
、
紙
面

の
都
合
上
、
学

部
別
兪
の
も

の
を
掲
け
て
お

9
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ら
べ
る
と
意
外
に
低
い
数
字
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
或
は
そ
う
い
う
こ
と
も
少
し
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
煮
し
て
問
い
か
け
九
、
「
C
、
ク
ラ
ス
の

雰
囲
気
が
よ
い
か
ら
」
と
い
、
?
瓊
目
の
ど
と
き
は
、

ひ
ど
い
と
こ
ろ
で
は
た
だ
の
一
名
し
か
理
由
と
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
出
席
し
な
い
科
目
の

理
由
に
つ
い
て
も
や
は
り
、
「
講
票
お
も
し
ろ
く

な
い
か
ら
」
出
な
い
の
が
各
学
部
と
も
最
大
の
理
由

と
な
っ
て
お
り
、
出
な
く
て
も
自
分
で
出
来
る
か
ら

(
C
項
)
出
な
い
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
時
間
の
都
合
で
出
ら
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
予
想
し

た
よ
り
は
少
な
か
っ
九
と
お
も
う
が
、
と
り
わ
け
、

ア
ル
バ
イ
ト
の
た
め
だ
と
す

そ
れ
が
「
d
、

ー
、

る
の
は
、
法
は
別
と
し
て
も
、
エ
、
文
の
ご
と
き
は

か
な
り
の
少
な
い
数
字
が
出
て
い
る
の
は
注
Π
さ
れ

る

こ
れ
か
ら
判
断
す
る
と
、
前
圓
に
の
べ
た
よ
う

に
、
こ
こ
で
も
出
等
骸
を
大
き
く
支
え
て
い
る
の

は
講
義
内
容
に
対
す
る
興
味
で
あ
り
、
ふ
つ
う
よ
く

.
一
ム
々
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
単
位
と
む
す
び
つ
け

て
留
え
る
も
の
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
席
を
阻
害
し
て

い
る
条
件
と
し
て
も
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
通
学
の
関
係

か
ら
と
い
う
理
由
よ
り
も
、
講
裳
内
容
に
対
し
て
興

味
が
も
て
な
い
か
ら
だ
と

す
る
も
の
が
圧
倒
的
多
数

を
木
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
寒
心
に
耐
え

な
い
こ
と
は
、
ど
ぅ
や
ら
、

そ
の
大
数
謡
義
に
お
い

て
は
、
お
よ
そ
ク
ラ
ス
と

し
て
の
ま
と
ま
り
券
囲

気
な
ど
は
ひ
と
か
け
ら
も

存
在
し
な
い
の
で
は
な
い

)
、̂

、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般

教
育
に
対
す
る
興
味
に
つ

い
て
,
W
ね
た
項
H
の
と
こ

ろ
で
、
興
味
が
も
て
た
理

山
が
、
内
容
の
理
觧
に
む

す
び
つ
い
た
も
の
が
多

く
、
興
味
が
も
て
な
か
っ

た
譜
と
し
て
、
「
ク
ラ

ス
が
火
き
す
ぎ
た
か
ら
」

だ
と
す
る
も
の
が
弐
巾
に

多
か
っ
た
こ
と
と
も
符
△
,

し
て
い
よ
う
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
一
般
腎
の
外

4
幻

0
0
1
0
5
0
3
0
9
5
0
2
4
1
3
0
7
0
1
ー
ー
0
1
3

1

1

4
 
7
 
6

0
 
4
 
4

^
^
^
^
^
6
^
^
^
9
^
4
^
6
^
^

8
0
1
ー
フ
2
8
3

8
 
8
 
2

ー
ー

5
1
1
2

1
 
5
 
3

1

7
3
8
0
4
1
3
2
6
0
3
8
3
2
1
8
8
7
9
9
2
2
3
8

8
8
5
1
ー
フ
9
2

3

6
 
0
 
2

1

1

1

0
4
1
3
8
2

4
2

1
6

1

1

2
3
4
9
5
6
1
2
5
2
1
2
6
2
2
4

1
3

ー
ー

2
6
3
3
4
0
0
5
2
1
0
8
3
1
3
0
1
1
0
1
1
5
1
9
7
-
0
0

1

1

工

Ⅲ

a
 
b
 
c
 
d
 
e
 
f

1

商

6
6
7
6
6
8
3

6
2
1
4
1
ー

法文

a
 
b
 
c
 
d

5
9
3
0
3
8
7
7
5
5
6
2
2
9
2
0
7
8
4
3

7
 
0
 
6

8
2
3
5
6

3
2

1
 
5
 
8

1

5
 
6
 
0
 
0
 
4

ウ
一

3
1

7
 
8
 
3
 
6
 
3
 
8
 
0
 
4
 
9
 
8
 
6
 
2

2
5

3
 
2
 
1

8
1

1

5
 
]
 
82

7
4
2
8
4

9
1

3
 
6
 
-
D
 
」
゛

6
4
2
3

討
詑
幻
諦
玲

郭
N
豹
弱
Ⅱ
即

如
如

狐
即
玲

3
 
1
 
8

ー
フ

即
認

4
 
2
 
1

4
1

2
1

巧
四

北
N

(その三)

5) a

b

C

d

e

無記入
a

b

14

経

e

6)

1ν

S.q.( i)

15

j匹記入

102

90

55

30

19

47

15

28

6

64

127

9

0

27

25

神Ⅱ部

72

Ⅱ8

(")

84

105

9

2

j匹記入

無記入

10
⑦

42

(ij)

鯲記入
a

b

S.q.( i )

2

3

無記入
a

b

C

無記入

無記入

121

32

43

4)

9

16

4

3

70

96

32

2

117

54

10

無記入

109 100 115

5 5 4

3 5 6

4 4 4

5)

96

U

N

145

31

12

6

19

3

1

82

79

25

4

107

54

2

27

45

U

108

46

(その四)

神Ⅱ部

6)

139

無記入

28

Ⅱ

29

124

49

Ⅱ

35

5

10

5

26

25

127

51
24

26

N

10

11

1 1 1

商工法経



的
条
件
と
し
て
は
、
履
修
方
法
や
時
冏
割
、
単
位
な

ど
の
問
題
よ
り
は
、
ク
ラ
ス
・
サ
イ
ズ
の
適
否
が
決

定
的
で
あ
る
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
位
箭
者
の
意
識
と
し
て

は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
直
接
的
な
効
用
意
拳

り
は
、
や
は
り
素
朴
に
知
的
関
心
が
あ
り
、
教
養
主

義
的
な
側
面
が
の
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
啓
発
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
検
村

す
べ
き
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

C
 
フ
リ
ー
.
セ
ン
テ
ン
ス
の
ま
と
め
ア
ン
ケ
ー

ト
の
最
後
の
フ
リ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
を
通
覧
し
て
み

る
と
次
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

、
ー
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
、
強
い
勉
学
意
欲
を
も
っ

て
真
面
目
に
「
学
問
し
た
い
」
と
願
っ
て
い
る
。

実
用
主
詣
な
要
求
、
社
会
に
出
て
す
ぐ
役
に
立

つ
技
術
を
教
え
よ
と
い
う
要
求
は
現
に
少
な

)
0

後
述
の
よ
う
に
、
専
門
科
目
を
ふ
ゃ
せ
と

しか
、
一
般
教
育
は
一
年
間
で
お
わ
る
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
と
い
っ
た
要
求
は
少
な
く
、
反
対
に
一
般

教
育
を
も
っ
と
重
視
せ
よ
、
と
い
う
覺
の
方
が

多
い
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
学
生
は
大
人
の
先
入

見
に
反
し
て
、
新
制
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の

烹
を
よ
り
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
。

2
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が

現
状
に
失
望
し
て
お
り

教
育
内
容
や
教
育
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、
勢
{

な
批
判
が
多
い
が
、
そ

の
内
容
は
、
教
育
不
在

の
大
学
の
現
実
を
つ
い

て
い
る
こ
と
が
注
同
さ

れ
る
。

3
、
教
育
が
教
育
者
の
み

で
な
く
、
む
し
ろ
被
教

育
者
た
る
学
生
の
自
発

黒
欲
と
実
践
を
軸
と

し
て
展
開
さ
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
こ
と
を
示

す
意
見
が
多
い
。

以
上
の
意
味
で
、
こ
れ
ら

学
牛
の
積
極
的
建
設
的
意

見
は
、
今
後
の
一
般
教
育

の
允
実
発
展
の
た
め
に
十

分
参
汚
と
し
て
生
か
さ
る

べ
き
で
あ
る
。
以
下
い
く

つ
か
の
項
目
に
分
類
し
て

そ
れ
ら
の
意
見
を
紹
介
す
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る
。
以
下
「
・
・
・
・
・
・
」
は
学
生
の
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ

る
0①

一
般
教
育
の
喜
に
つ
い
て

「
一
般
教
育
科
目
の
単
位
数
が
多
す
ぎ
る
」
「
一

般
教
養
を
一
年
の
う
ち
に
終
了
し
て
し
ま
う
の
が
よ

い
」
「
専
門
科
目
の
基
礎
科
目
と
し
て
の
要
素
を
強

く
し
て
ほ
し
い
」
「
現
行
の
教
養
で
あ
れ
ぱ
や
め
て

専
岡
を
少
し
で
も
多
く
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
意
見

も
あ
る
が
そ
の
数
は
少
な
く
、
そ
れ
以
上
に
「
一
般

教
育
科
目
は
、
専
門
科
目
の
勉
強
だ
け
で
は
片
寄
り

が
ち
な
知
識
及
び
人
格
形
成
を
円
満
に
お
こ
な
う
九

め
に
啓
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
現
在
の
一
般
の
風

潮
で
は
専
門
科
目
の
み
を
重
視
し
、
一
般
教
育
科
目

一
般

は
粗
略
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

教
育
科
目
の
一
層
の
重
視
と
内
容
面
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
を
深
く
望
む
」
と
か
「
専
門
科
目
の
基
礎
と
し
て

の
一
般
教
育
科
目
で
な
く
、
教
養
を
身
に
つ
け
る
意

味
で
視
野
の
広
い
讐
を
望
む
」
と
い
っ
た
意
見
が

多
い
。
と
く
に
、
と
も
す
れ
ぱ
技
術
屋
的
と
み
ら
れ

が
ち
な
工
学
部
の
学
生
の
な
か
に
「
専
門
に
あ
ま
り

関
係
の
な
い
科
倒
が
履
修
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し

い
」
と
か
「
社
会
科
学
系
列
の
講
座
が
少
な
い
」
と

い
っ
た
希
望
や
批
判
が
あ
り
、
「
二
年
問
一
般
教
育

だ
け
に
す
る
方
が
よ
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
学
部
の
講
座
を
一
般

教
養
科
目
と
し
て
開
放
し
て
も
ら
い
九
い
」
「
半
期

科
目
を
つ
く
ウ
て
多
く
の
科
目
を
履
習
で
き
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意
見
が
割
に
多
い
こ
と
に

も
慧
し
て
ょ
い
。

一
般
教
育
の
内
容
に
つ
い
て

2

三
般
教
育
科
目
と
専
門
科
目
と
の
関
連
性
が
あ

ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
教
育
で
え

た
思
考
方
法
、
特
に
哲
学
で
学
ん
だ
そ
れ
は
現
在
の

経
済
学
の
本
を
読
む
に
当
っ
て
非
常
に
役
だ
っ
て
い

個
人
の
世
界
観
・
人
生
観
を
身
に
つ
け

る
。る

と
い
う
方
向
へ
授
業
の
内
容
を
か
え
て
い
っ
て
ほ

し
い
」
と
か
「
真
に
自
分
の
問
題
磊
が
開
発
さ
れ

る
の
は
、
一
般
教
育
科
目
三
系
列
の
中
か
ら
で
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
サ
ー
ク

ル
活
動
に
お
い
て
し
か
個
人
の
問
題
意
識
は
開
発
さ

れ
て
い
な
い
」
「
人
生
に
対
す
る
深
い
思
索
へ
導
入

す
べ
き
授
業
を
の
ぞ
む
」
と
い
っ
九
声
が
多
い
。
そ

こ
か
ら
、
「
日
本
史
を
例
に
と
る
と
、
一
応
歴
史
的

事
実
は
頭
に
入
っ
て
い
る
か
ら
、
具
体
的
に
時
代
別

に
文
化
・
科
学
論
的
な
考
え
を
導
入
し
て
ほ
し
い
」

と
か
「
一
般
教
育
は
各
分
野
の
歴
史
的
発
展
及
び
著

名
な
人
の
発
想
法
を
お
し
え
て
く
れ
」
と
い
た
旦

体
的
な
要
求
が
で
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。

③
教
師
に
対
す
る
希
望

教
師
に
対
し
て
は
「
讐
を
も
っ
磊
義
を
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
声
が
圧
倒
的
に
多
い
。
「
先
生
達

生
懸
命
講
義
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

はし
か
し
、
何
だ
か
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
退
屈
な
授
美

つ
た
の
を
憶
え
て
い
ま
す
。
か
え
っ
て
僕
た
ち
に
は

ノ
ー
ト
を
読
ま
れ
る
先
生
よ
り
も
、
そ
し
て
(
た
と

え
)
そ
れ
が
学
問
的
な
価
値
あ
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
僕
九
ち
は
教
台
で
胸
を
張
り
、
顔
を
終
始
僕
九

ち
の
方
へ
向
け
て
話
さ
れ
る
先
生
の
方
に
信
頼
感
を

も
て
ま
す
」
「
あ
る
専
門
の
教
授
は
毎
時
間
原
稿
を

作
っ
て
、
な
る
べ
く
現
代
の
問
題
に
沿
う
よ
う
藷

義
内
容
で
学
生
を
ひ
き
つ
け
る
。
は
た
し
て
一
般
教

養
科
目
の
中
で
、
一
時
間
じ
っ
く
り
と
考
え
て
聞
け

る
誠
義
を
す
る
人
が
幾
人
い
る
だ
ろ
う
か
」
「
一
般

教
育
科
目
そ
れ
自
体
の
内
客
と
現
代
学
生
が
感
じ
て

い
る
も
の
が
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ
て
い
る
為
だ

と
思
う
。
一
般
教
育
科
目
の
意
義
を
学
生
に
は
っ
き

り
わ
か
ら
せ
、
か
つ
科
目
の
内
客
を
も
っ
と
深
い
内

容
を
も
つ
も
の
に
し
て
ほ
し
い
」
「
学
生
が
も
っ
と

興
味
を
持
っ
て
聴
壁
き
る
よ
う
、
一
般
教
育
扣
当

の
諸
先
生
方
は
、
自
分
の
個
性
を
い
か
し
て
、
通
り
一

辺
の
講
義
内
客
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
学
生
に
と
っ

て
も
大
き
な
魅
力
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
講
義
を
し

12



て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
学
生
が
共
通
し
て
も

つ
て
い
る
よ
う
な
悩
み
、
問
題
な
ど
に
も
っ
と
触
れ

て
、
自
分
の
考
え
な
り
、
経
験
な
り
を
述
べ
て
、
御

指
導
を
賜
わ
り
九
い
。

単
な
る
知
識
の
切
り

売
り
の
如
き
講
座
は
、
予
備
校
だ
け
で
沢
山
で
す
。

と
に
か
く
学
生
の
心
理
を
つ
か
み
、
学
生
の
た
め
の

継
義
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
「
と
く
に
一
般
教

育
の
場
合
に
は
畠
己
の
問
讐
識
に
照
し
合
せ
驫

義
を
き
く
。
し
た
が
っ
て
中
学
高
校
時
代
の
よ
う
な

教
え
こ
ま
れ
る
よ
う
な
教
育
は
好
ま
な
い
。
自
分
で

考
え
る
力
を
餐
っ
て
く
れ
る
附
義
を
し
て
欲
し
い
」

と
い
っ
た
意
見
が
多
い
。

①
授
業
に
お
け
る
学
生
の
自
発
性
の
要
求

「
大
学
生
の
一
般
教
育
と
い
う
も
の
は
、
」
局
校
の

学
習
的
な
も
の
で
は
な
い
と
お
も
い
ま
す
。
教
師
か

ら
一
方
的
押
し
つ
け
的
学
習
的
な
あ
り
方
に
疑
問
を

も
つ
。
学
習
と
学
問
は
ち
が
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、

も
っ
と
学
生
に
問
讐
拳
も
た
せ
た
り
、
反
撥
を

か
ん
じ
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
内
容
倫
義
を
し
て

ほ
し
い
,
「
一
般
教
養
に
お
い
て
も
、
や
は
り
授
業

)し

は
先
生
と
生
徒
と
の
交
流
で
あ
る
か
ら
、
訥
峩
の
進

行
に
つ
れ
て
一
般
の
ま
た
身
近
か
な
こ
と
や
、
庶
分

自
身
へ
の
反
省
に
つ
い
て
レ
求
ー
ト
を
だ
さ
す
よ
う

に
し
た
ら
ど
ぅ
か
。
交
流
が
な
い
九
め
に
自
分
勝
手

な
仕
方
で
講
義
を
さ
ぽ
り
、
内
分
を
見
失
う
」
と
い

つ
た
意
見
が
多
く
、
こ
こ
か
ら
も
、
教
師
に
対
す
る

批
判
と
要
求
が
で
て
く
る
。

「
教
師
の
中
で
も
た
だ
い
い
た
い
事
を
い
え
ぱ
、

そ
れ
だ
け
で
学
生
が
理
解
し
よ
う
と
す
ま
い
と
関
係

な
し
と
い
う
ふ
う
な
態
度
の
者
は
免
職
に
す
べ
し
」

「
も
っ
と
話
し
方
、
つ
ま
り
学
生
に
理
解
で
き
る
よ

う
に
話
し
て
も
ら
い
た
い
」
「
教
授
は
自
分
の
も
の

を
も
て
、
思
想
的
な
も
の
を
も
た
ぬ
先
生
は
伺
ん
ら

学
生
に
影
響
を
与
え
ぬ
」
「
や
は
り
大
学
で
あ
っ
て

も
丁
寧
な
指
導
は
大
切
で
あ
り
、
当
然
と
思
う
」

こ
の
よ
う
に
大
学
の
授
業
に
お
け
る
学
生
の
存
在

の
主
張
は
、
そ
の
基
礎
に
学
問
へ
の
積
極
的
自
発
性

が
あ
り
、
教
授
と
の
相
亙
交
流
の
期
待
と
自
主
的
成

長
へ
の
意
欲
と
か
ら
発
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
マ
ス

プ
ロ
反
対
.
少
ク
ラ
ス
の
要
求
が
非
常
に
数
多
く
出

て
く
る
0マ

ス
プ
ロ
反
対
・
小
ク
ラ
ス
の
要
求

5

「
大
ク
ラ
ス
過
ぎ
て
佃
々
人
が
理
解
し
て
い
る
か

を
考
え
ず
、
教
授
が
た
だ
話
を
す
る
機
械
の
よ
う
な

存
在
で
あ
る
科
目
が
多
く
あ
る
。
」
霞
加
も
で
き
る

よ
う
な
小
ク
ラ
ス
を
多
く
設
け
よ
」
「
学
生
が
多
す

ぎ
て
教
師
と
の
交
流
は
全
く
な
い
」
し
か
も
マ
ス
プ

口
反
対
・
小
ク
ラ
ス
要
求
は
「
少
人
数
に
し
て
き
び

し
い
講
義
に
し
て
ほ
し
い
と
か
「
小
ク
ラ
ス
に
分

け
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
形
式
に
し
て
教
授
と
学
生
と
が

真
剣
に
問
題
に
取
り
組
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ぱ
よ
い

と
思
っ
た
。

二
年
間
を
学
問
に
対
す
る
態
度

が
あ
る
程
度
で
も
確
立
で
き
れ
ば
専
門
に
入
っ
て
も

ど
れ
程
役
忙
立
つ
か
わ
か
ら
な
い
」
「
そ
の
方
が
実

力
も
つ
く
だ
ろ
う
し
、
し
っ
か
り
し
た
考
え
を
持
つ

よ
う
に
な
る
と
思
,
つ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
内
容
的

て
小
ク
ラ
ス
を
要
求
し
て
い
る
。

制
度
的
問
題

6

制
度
と
し
て
は
、
自
山
に
多
方
血
に
選
択
さ
せ

よ
、
必
修
反
対
の
寛
が
多
く
、
登
録
制
限
や
基
礎

科
県
質
登
録
ク
ラ
ス
指
定
に
対
す
る
反
対
の
声

が
多
い
。

三
般
教
養
科
倒
の
形
式
を
か
え
て
、
広
範
囲
に

勉
強
で
き
る
よ
う
に
や
り
、
試
験
制
度
よ
り
レ
飛
1

ト
制
度
に
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
「
必
修

の
設
定
怠
心
し
な
い
」
「
芥
自
の
興
味
を
中
心
に

取
得
す
る
よ
う
に
す
れ
ぱ
鸞
率
も
上
昇
す
る
で
し

よ
う
」
「
学
生
に
と
っ
て
教
餐
科
倒
は
自
分
に
プ
ラ

ス
に
な
る
自
分
に
欠
け
た
と
こ
ろ
及
び
教
養
の
た
め

で
あ
る
か
ら
、
各
自
に
送
択
の
目
由
を
与
え
よ
」

「
一
般
教
今
の
履
修
が
現
在
三
六
単
位
で
あ
り
、
一

般
教
育
と
し
て
こ
れ
く
ら
い
が
丁
度
手
頃
と
思
う
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そ
の
他
に
現
在
基
礎
教
育
科
目
が
一
般
教
育
科

.
)
、

力目
に
代
っ
て
八
単
位
履
修
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今

の
場
合
そ
の
た
め
歴
史
な
ど
が
履
修
で
き
ず
に
終
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
点
を
改
善
し
て
も
ら
い
九
い
。
」

⑦
点
数
へ
の
不
信

点
数
の
つ
け
方
、
試
験
方
法
に
つ
い
て
批
判
と
不

信
が
多
い
。
「
一
般
教
育
は
そ
の
人
の
努
力
に
関
係

一
般
教
育
は
、
戦
前
の
大
学
教
育
に
お
い
て
細
分

化
さ
れ
た
専
門
知
識
人
の
育
成
の
み
が
重
視
さ
れ
て

い
九
こ
と
へ
の
反
省
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
九
。

し
九
が
っ
て
人
間
の
ゆ
た
か
な
形
成
を
教
育
に
期
待

る
思
想
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
が
、
現
実
的
に
は
一
般

教
育
の
あ
や
ま
っ
た
位
置
づ
け
、
旧
制
大
学
的
観
念

に
ょ
る
そ
れ
の
不
辻
1
な
軽
視
な
ど
の
事
集
か
ら
ん

で
、
ど
こ
の
大
学
で
も
十
分
そ
う
い
う
成
果
を
あ
げ

て
い
る
と
は
い
ぇ
な
い
実
情
に
あ
る
。
あ
ま
つ
さ
え

就
職
問
題
の
切
実
さ
の
九
め
に
産
業
界
へ
の
安
直
な

奉
仕
に
の
み
関
心
が
む
け
ら
れ
、
学
生
の
人
問
形
成

は
ま
す
ま
す
疎
外
さ
れ
て
き
て
い
る
。

ほ
ん
ら
い
一
般
教
育
は
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間

と
し
て
、
社
会
を
九
だ
し
く
航
し
、
人
問
ら
し
い

ま

な
く
祭
付
く
が
こ
れ
は
全
く
バ
カ
げ
て
い
る
」
「
あ

の
試
験
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
、
同
じ
科
目
内
で
教
授

に
ょ
っ
て
点
教
の
差
が
ひ
ど
い
」
「
試
験
は
饗
の

暗
雰
け
で
、
教
師
の
い
う
通
り
で
ょ
い
点
が
つ

く
、
も
っ
と
個
人
の
主
体
的
創
造
的
な
意
見
を
か
け

る
よ
う
な
問
題
に
し
て
ほ
し
い
。
さ
も
な
け
れ
ぱ
学

生
は
点
の
た
め
の
手
段
に
し
か
み
な
い

と

め

人
生
や
社
会
を
創
造
す
る
九
め
の
生
き
六
思
想
と
姿

勢
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
文
科
学
は
人

間
に
つ
い
て
の
、
社
会
科
学
は
社
会
に
つ
い
て
の
、

自
鷲
学
は
自
然
に
つ
い
て
の
思
想
形
成
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
系
列
特
有
の
認
識
・
思
考
の
科
学
的
方
法
を

基
礎
と
し
て
結
実
し
、
そ
れ
ら
の
綜
合
と
し
て
の
世

界
観
の
確
立
が
め
ざ
さ
れ
、
現
実
生
活
に
お
い
て
そ

れ
が
行
動
力
の
源
泉
と
し
て
有
効
に
は
た
ら
く
性
質

の
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
本
学
の
場
合
も
今
後
の
課
題
と
し
て

次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
般
教
育
を
大
学
四
年
問
の
前
半
に
限
定
す
る

こ
と
は
九
だ
し
い
か
。

一
般
教
育
と
い
い
な
が
ら
人
間
形
成
が
め
ざ
さ

2

れ
ず
、
レ
ベ
ル
・
ダ
ウ
ン
さ
れ
九
形
の
専
門
教
育

に
な
っ
て
い
な
い
か
。

三
系
列
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
教
育
目
標
が
明

念

確
に
さ
れ
て
い
る
か
。

教
育
的
機
能
か
ら
み
て
、
専
門
教
育
と
の
関
係

4

が
理
念
的
に
も
カ
リ
キ
ユ
ラ
ム
の
う
え
で
も
は
っ

き
り
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
。

⑤
一
般
教
育
が
現
実
的
に
有
効
性
を
も
つ
た
め

に
、
三
系
列
の
基
礎
に
な
る
よ
う
な
科
倒
の
荏

が
必
要
で
は
な
い
か
、
た
と
え
ば
広
い
視
野
に
九

つ
日
本
近
代
史
な
ど
。

咋
年
は
大
学
全
般
の
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な

角
度
か
ら
問
題
に
な
る
こ
と
が
非
常
に
多
か
っ
た

が
、
と
り
わ
け
大
学
の
一
般
教
育
に
つ
い
て
は
従
来

に
な
い
真
剣
な
雙
肌
が
あ
ウ
九
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
。
一
般
教
育
が
そ
の
あ
り
方
や
本
質
に
つ
い
て
の

検
討
と
な
ら
ん
で
需
者
で
あ
る
学
生
の
こ
れ
に
対

す
る
反
応
嘉
の
く
み
上
け
も
ま
九
重
要
な
問
題
解

明
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
し
て

予
備
調
査
の
形
で
試
み
九
が
、
本
来
こ
れ
は
さ
ら
に

大
規
模
な
人
員
と
予
算
で
行
な
わ
れ
る
ぺ
き
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
一
般
教

育
に
対
す
る
よ
り
み
の
り
多
い
検
晶
査
が
行
な
わ

れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
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