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意見書

意

見

三主
Eヨ

開
立
大
学
協
会
第
一
常
置
委
員
会
の
中
間
報
告
案
に
対
し
て

第
一
、
序

第
二
、
検

第
三
、
結

討

第

て

序

l 

こ
の
意
見
書
は
昭
和
三
十
七
年
七
月
に
公
表
さ
れ
た
国
立
大
学
協
会

第
一
常
置
委
員
会
提
案
の
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
案
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
案
を
単
に
中
間
報
告
案
と
よ
ぶ
こ
と
に
す

る。
2 

中
間
報
告
案
に
お
い
て
は
、
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
だ
け
が
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
学
の
問
題
は
こ
れ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
し
て
も
、
す
べ
て
の
問
題
が
そ
こ
で
と
り
あ

北

海

道

ぷ〉、
三三

大

，ll-ら

寸ー

法

A斗ゐ
づこa

げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
が
と
み
に
各

界
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
い
ぎ
さ
つ
に
て
ら
せ
ば
、
中
間
報
告
案
、
か

そ
の
現
に
と
り
あ
げ
た
問
題
に
さ
し
あ
た
り
限
っ
た
こ
と
は
現
由
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
と
考
え
る
。

3 

中
間
報
告
案
に
お
い
て
は
、
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
見
解
と

し
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
な
お
残
さ
れ
た
問
題
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
内

容
、
な
ら
び
に
異
論
が
あ
り
う
る
見
解
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、

4 
こ
れ
を
強
く
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
間
報
告
案
は
、
大

学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
自
主
性
の
確
保
と
大
学
の
社
会
・
国

家
に
対
す
る
責
任
の
自
覚
を
基
調
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
大
学

の
管
理
運
営
の
改
善
は
、
全
大
学
共
通
の
問
題
で
あ
り
、
各
大
学
は
そ
の
た
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め
に
相
互
に
協
力
援
助
す
べ
き
こ
と
の
二
つ
を
そ
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
考

え
万
と
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
っ
と
も
こ
れ
を
強
く
支

持
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
大
学
の
自
主
性
の
確
保
に
関
し
て
中
間
報
告
案
の
ま
え
が
き
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
憲
法
が
認

め
る
学
問
の
自
由
の
保
障
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て

は
、
研
究
お
よ
び
教
育
の
自
由
が
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

研
究
お
よ
び
教
育
の
機
関
で
あ
る
大
学
に
も
っ
と
も
広
範
囲
の
自
治
を
認
め

研
究
お
よ
び
教
育
の
任
に
直
接
に
あ
た
る
教
員
の
意
思
を
最
大
限
に
尊
重
す

る
よ
う
な
制
度
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
学
の
自
主
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
中
間
報
告
案
が
い
う
よ
う
に
、

大
学
の
管
理
権
を
大
学
に
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

大
学
の
管
理
運
営
に
大
学
以
外
の
も
の
が
介
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
中
間
報
告
案
が
、
管
理
運
営
の
問
題
を
政

治
的
闘
争
の
場
に
お
け
る
論
議
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
と

し
、
管
理
運
営
の
改
善
を
単
に
法
令
に
よ
る
規
制
や
所
轄
庁
の
監
督
的
措
置

に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ず
画
一
的
細
目
的
な
規
制
を
避
け
る

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

意見書

つ
ぎ
に
、
大
学
が
そ
の
責
任
を
自
覚
し
て
管
理
運
営
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
中
間
報
告
案
が
、
そ

の
管
理
運
営
に
つ
い
て
世
の
批
判
を
受
け
る
よ
う
な
大
学
に
お
い
て
も
、
そ

の
改
善
は
当
該
大
学
が
自
覚
と
反
省
の
も
と
に
み
ず
か
ら
の
力
で
行
な
っ
て

ゆ
く
こ
と
に
ま
ず
期
待
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
当
該
大
学
限
り

で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
も
、
所
轄
庁
の
監
督
的
措
置
は
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し

問
題
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
中
間
報
告
案
、
か
、

問
題
は
当
該
大
学
だ
け
で
は
な
く
全
国
立
大
学
に
共
同
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
識
の
も
と
に
、
す
べ
て
の
大
学
の
協
力
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
大
学
の

自
主
的
改
善
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
が
と
る
ベ
オ
第
一
の
根
本
的
な
途
で
あ

る
と
し
て
い
る
点
に
共
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
、
中
間
報
告
案
に
つ
き
、
少
し
立
ち
い
っ
た
検
討
を

5 
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
、
検

討

中
間
報
告
案
は
、
大
学
管
理
に
関
す
る
法
令
が
不
備
で
あ
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
が
、
法
令
の
不
備
を
認
め
な
が
ら
見
解
を
発
表
す
る
と
を
は
、

1 
そ
の
見
解
が
法
令
改
正
の
指
針
を
与
え
る
と
い
う
働
ぎ
を
し
、
こ
の
こ
と
が

現
在
法
令
を
改
正
す
る
こ
と
に
賛
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
受
け
と
ら
れ
る
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料

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中

間
報
告
案
は
、
現
在
の
大
学
の
管
理
運
営
の
欠
陥
が
も
っ
ぱ
ら
現
行
法
制
の

資

不
備
に
由
来
す
る
と
い
う
認
識
を
排
斥
し
、
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
は
、

単
に
法
令
の
改
正
や
命
令
ま
た
は
処
分
等
の
措
置
に
よ
っ
て
こ
れ
を
期
待
す

る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
し
、
問
題
の
あ
る
当
該
大
学
が
自
覚
と
反
省
の
も

と
に
み
ず
か
ら
漸
次
そ
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
た
す
ぐ
れ
た
慣
行
を
樹
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
法
令
の
整
備
を
急
ぐ
必
要
は
な
く
、
い
わ
ん
や
画

一
的
な
細
自
に
わ
た
る
規
制
を
す
る
こ
と
は
そ
の
理
由
が
な
い
こ
と
を
述
べ

て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
が
当
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
中
間
報

告
案
の
こ
の
点
に
関
す
る
考
え
方
は
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
見
解
が
大
学
の
管
理
運

2 
営
に
あ
た
り
参
考
と
す
べ
ぎ
基
準
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。
し
か
も
、
各
大
学
が
そ
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
自
主
的
に
運
営
し

て
ゆ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
報
告
案
が
い
う
と
こ

ろ
の
基
準
は
、
各
大
学
の
運
営
に
画
一
的
な
限
定
を
加
え
よ
う
と
す
る
趣
旨

で
で
は
な
く
、
そ
の
採
否
を
各
大
学
の
自
主
的
な
決
定
に
委
ね
る
趣
旨
で
一
不

さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
当
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
内
容
の
多
く
が
採
用
さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ

と
が
で
ま
る
。
以
下
に
お
い
て
、
有
に
述
べ
た
理
解
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

内
容
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

3 

学
長
の
選
考

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
が
示
す
基
準

は
す
べ
て
採
用
さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
と
考
え
る
。

4 

学
長
の
任
命

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
中
間
報
告
案
の
内
容
は
す

べ
て
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
学
長
の
選
考
が
適
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
反
省
の
機
会
は
、
所

轄
庁
の
権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
大
学
が
自
主
的

に
も
つ
べ
ま
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
問
の
自
由
の
保
障
に
根
ざ
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
部
大
臣
の
行
政
的
責
任
と
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

5 

学
部
長
の
選
考
お
よ
び
任
命

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
中
間
報
告

案
は
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

教
員
の
選
考
お
よ
び
任
命

に
よ
れ
ば
、
教
授
の
選
考
に
つ
い
て
は
投
票
権
は
教
授
に
限
る
こ
と
に
な
る

6 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案

が
7
こ
れ
を
基
準
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
は
臨
時
跨
を
感
ず
る
。
学
問
の
性

質
、
学
部
の
教
授
の
多
寡
、
講
座
の
充
足
の
状
態
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
異
る

方
法
が
と
ら
れ
る
余
地
を
残
す
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

7 

教
員
の
不
利
益
処
分

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
は
、

不
利
益
処
分
の
発
議
も
評
議
会
が
す
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
で
あ
る
よ
う
に

北法 14(2・160)362



理
解
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
が
当
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
は
な
お
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
学
部
を
基
本
と
す
る
大
学

内
に
お
い
て
学
部
の
白
治
を
尊
重
す
る
こ
と
の
制
度
的
保
障
と
し
て
、
少
な

く
と
も
分
限
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
教
授
会
の
発
議
に
よ
ら
せ
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

8 

協
議
会

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
に
同
意
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
中
間
報
告
案
は
協
議
会
の
制
度
は
廃
止
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
に
別
段
の
実
害
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
い
ま
に
わ
か
に
そ
の
廃
止
の
た
め
の
立
法
を
す
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

9 

評
議
会

」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
は
、
各
大
学
の
事

情
に
よ
り
評
議
会
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
の
重
要
な
職
に
あ
る
者
の

範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
教
授
(
事
情
に
よ
っ
て
は
助
教
授
)
の

身
分
を
も
つ
も
の
に
限
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
学
部
の
教
授
を

評
議
員
に
任
命
す
る
に
は
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
つ
け
加
え
る
べ
ま
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
の
内
容
は
す
べ
て

支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

10 

教
授
会

意見書

附
置
研
究
所

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
は
触
れ
て
い

11 
な
い
が
、
前
記
5
、
6
、
7
、
9
、

ωの
事
項
に
つ
い
て
は
、
学
部
に
準
ず
る

扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
学
の
諸
機
関
の
地
位
、
権
限
お
よ
び
相
互
の
関
係

つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
の
内
容
の
全
般
に
わ
た
り
格
別
の
異
論
を
も
っ
も

12 

こ
の
こ
と
に

の
で
は
な
い
。
中
間
報
告
案
が
、
現
行
法
令
が
評
議
会
を
学
長
の
諮
問
機
関

で
あ
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
こ
と
は
評
議
会
が
従
来
の
慣
行
に
基
づ
き
占

め
る
べ
き
地
位
や
機
能
を
正
当
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
と

し
て
い
る
点
は
、
正
当
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
附
言
す
る
に
止

め
る
。

13 

国
立
大
学
協
会
の
役
割

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
間
報
告
案
の

考
え
方
は
原
理
的
に
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
各
大
学
が
自
主
的
に
管
理
運
営
の
良
い
慣
行
を
形
成
す
る
の
に
あ
た
り

そ
の
改
善
の
問
題
を
共
通
の
問
題
と
し
て
と
も
に
考
え
る
こ
と
を
惜
し
む
も

の
で
は
な
く
、
相
互
に
適
切
な
協
力
を
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
ま
た
は
大
学
入
相
互
聞
の
協
力
が
成
果
を
あ

げ
る
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
良
い
慣
行
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な

い
現
段
階
に
お
い
て
は
、
右
の
協
力
の
た
め
の
機
関
を
組
織
す
る
に
あ
た
り

ま
た
、
右
の
機
関
の
運
営
な
ら
び
に
そ
の
任
務
の
遂
行
に
あ
た
り
、
十
分
に

慎
重
な
配
慮
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
各
大
学
が
そ

の
有
す
る
熱
意
と
経
験
と
を
国
立
大
学
全
体
の
管
理
運
営
の
改
善
に
役
立
て

る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

北法 14(2・161)363
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第
一
二
、
結
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資

以
上
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
間
報
告
案
の
な
か
に
は
な
お
再

考
を
必
要
と
す
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
中
間
報
告

案
宏
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
の
示
し
た
基
準
お
よ

び
改
善
方
策
の
大
綱
の
大
部
分
に
お
い
て
、
支
持
し
、
国
立
大
学
協
会
が
、

こ
の
案
を
基
と
し
て
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
、
最
良
の
案
を
作
成
す
る
こ
と

を
希
望
す
る
。

〔
本
意
見
書
は
小
山
昇
山
原
案
に
基
き
、
昭
和
三
七
年
八
月
二
日
の
北

海
道
大
学
法
学
会
に
て
決
定
さ
れ
、
更
に
北
海
道
大
学
法
学
部
の
公
式
意

見
書
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〕



大学管理制度化関する意見

大

学

管

理

制

度

に

関

す

る

意

見

中
央
教
育
審
議
会
の
中
間
報
告
お
よ
び

い
わ
ゆ
る
「
文
部
大
臣
の
拒
否
権
」
に
つ
い
て

目

次

ま
え
が
き

一
、
中
教
審
中
間
報
告
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
実
質
的
修
正
が
あ
っ
た

-均一
、
国
大
協
中
間
報
告
の
、
中
教
審
案
に
及
ぼ
し
た
影
響

二
、
大
学
管
理
の
責
任
に
つ
い
て

三
、
教
員
人
事
に
つ
い
て

四
、
不
利
益
処
分
に
つ
い
て

五
、
立
法
化
の
問
題

六
、
要
約

二
、
い
わ
ゆ
る
「
文
部
大
臣
の
痘
否
権
」
に
つ
い
て

北

海

道

会

大

"'"予づー

今
一件ヲ

法

一
、
と
の
問
題
の
重
要
性

二
、
従
来
の
考
え
方

三
、
担
否
権
の
理
論
的
根
拠

四
、
任
命
権
に
は
、
当
然
に
担
否
権
が
伴
う
か

五
、
文
部
大
臣
は
、
行
政
上
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
当
然
に
恒

否
権
を
有
す
る
か

六
、
緊
急
状
態
に
お
け
る
拒
否
権
の
行
使
は
許
さ
れ
る
か

ま

え

が

き

さ
ま
に
わ
れ
わ
れ
は
、
大
学
管
理
制
度
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
表

明
す
る
と
共
に
、
国
立
大
学
協
会
第
一
常
置
委
員
会
の
中
間
報
告
案
を
原
則

北法 14(2・163)365
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的
に
支
持
し
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
中
央
教
育
審
議
会
の
中
間
報
告
案
に
対

し
て
は
、
大
学
自
治
の
根
底
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
強
い
危
倶
の
念
を
い

資

だ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
る
に
、
去
る
十
月
十
五
日
の
中
教
審
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
中

間
報
告
は
、
こ
の
危
慎
を
解
消
す
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
許
り
で
は
な

く
、
そ
の
前
後
に
は
、
大
学
の
教
員
人
事
に
対
す
る
文
部
大
臣
の
拒
否
権
が

現
行
制
度
の
下
に
お
い
て
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
文
部
当
局
の
見
解

が
繰
返
し
報
道
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
状
況
の
下
で
、
こ
の
問
題
を
重
ね
て

と
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
意
見
の
交
換
を
行
な
っ
た
の
で
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
こ
こ
に
再
び
わ
れ
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思
う
。

て
中
教
審
中
間
報
告
に
は
、
ど
れ
だ
け
の

実
質
的
修
正
が
あ
っ
た
か

国
大
協
中
間
報
告
の
、
中
教
審
案
に
及
ぼ
し
た
影
響

去
る
七
月
三
十
一
日
に
公
表
さ
れ
た
国
大
協
中
間
報
告
案
は
、
そ
の
後
、

全
国
国
立
大
学
関
係
者
の
支
持
を
得
て
、
九
月
十
五
日
開
催
の
国
立
大
学
協

会
総
会
に
お
い
て
、
ほ
ほ
原
案
通
り
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
(
以
下
こ
れ

を
、
「
国
大
協
中
間
報
告
」
と
い
う
)
。

次
い
で
、
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
中
央
教
育

J

審
議
会
の
中
間
報
告

(
以
下
「
中
教
審
中
間
報
告
」
と
い
う
)
は
、
さ
き
の
原
案
を
か
な
り
修
正

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
原
案
に
明
記
さ
れ
て
い
た
、
文
部
大
臣
お

14(2・164)366

よ
び
学
長
の
教
員
人
事
に
関
す
る
拒
否
権
を
認
め
る
字
勾
が
削
除
さ
れ
た
こ

と
や
、
文
部
大
臣
の
拒
否
権
行
使
に
当
っ
て
そ
の
諮
問
に
応
ず
べ
き
も
の
と

さ
れ
た
中
央
機
関
の
設
置
案
が
撤
回
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
修
正
が
、

大
学
側
の
反
対
を
考
慮
に
い
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
。

か
く
て
そ
の
内
容
は
、
大
学
側
意
見
の
集
約
た
る
国
大
協
中
間
報
告
の
立

場
に
大
幅
に
歩
み
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
、
世
上
一
般
に
与

え
て
い
る
が
、
詳
し
く
こ
れ
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
、
殆

ん
ど
交
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
学
管
理
の
責
任
に
つ
い
て

t
i
 

の
教
官
組
織
た
る
教
授
会
お
よ
び
評
議
会
の
意
見
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
学
長
お
よ
び
学
部
長
は
、
前
者
の
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
、

わ
れ
わ
れ
は
、
大
学
の
管
理
は
、
大
学
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
そ

大
学
お
よ
び
学
部
の
運
営
に
当
る
べ
き
執
行
機
関
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

国
大
協
中
間
報
告
が
「
評
議
会
ま
た
は
教
授
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
穴
学
ま
た

は
学
部
の
意
思
の
形
成
に
あ
た
る
機
関
で
あ
り
、
学
長
ま
た
は
学
部
長
は
、

評
議
会
ま
た
は
教
授
会
の
意
思
を
休
し
て
そ
の
職
務
を
行
な
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
学
長
、
学
部
長
が
単
な
る
執
行
機
関
に
と



ど
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
学
長
、
学
部
長
も
ま
た
み
ず
か
ら
右
の
意

思
形
成
に
あ
ず
か
る
も
の
で
あ
り
、
評
議
会
、
教
授
会
と
一
体
的
関
係
を
保

ち
つ
つ
、
実
際
上
、
指
導
的
機
能
を
営
ん
で
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と

述
べ
て
い
る
の
も
、
基
本
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
と
異
な
る
も
の
で
は

な
し
。凶

し
か
る
に
、
中
教
審
中
間
報
舎
は
「
大
学
に
は
社
会
制
度
と
し
て
課

せ
ら
れ
た
国
家
社
会
の
要
請
と
期
待
に
応
じ
る
責
任
あ
る
管
理
運
営
が
必
要

で
あ
る
。
」
と
の
見
地
に
立
ち
「
大
学
の
学
内
管
彊
機
関
の
基
本
体
系
と
し

て
は
、
全
学
の
総
括
的
な
責
任
者
を
学
長
、
学
部
の
責
任
者
を
学
部
長
と
し

評
議
会
は
全
学
の
、
教
授
会
は
学
部
の
重
要
事
項
を
そ
れ
ぞ
れ
審
議
す
る
機

関
と
し
、
そ
れ
ら
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
学
長
、
学
部
長
と
の
関
係
を
明
ら

か
っ
「
文
部
大
臣
は
、
国
立
大
学
の
設

置
お
よ
び
文
部
行
政
の
総
括
的
責
任
者
と
し
て
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
し

か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
い
、

大学管理制度lζ関する意見

そ
の
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
に
対
す
る
責
任
を
考
え
、
大
学
白

治
の
尊
重
を
基
本
と
し
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
中
教
審
案
が
、
文
部
大
臣
|
|
学
長
1

i
学
部
長
を
通
ず

る
責
任
の
体
系
と
し
て
、
大
学
の
管
理
組
織
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
一
不

す
も
の
で
、
評
議
会
や
教
室
妻
、
大
学
お
よ
び
学
部
の
意
思
形
成
機
関
と

し
、
学
長
や
学
部
長
を
そ
の
総
指
代
表
機
関
と
す
る
国
大
協
の
考
え
方
と
は

根
本
に
お
い
て
対
立
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

聞
と
こ
ろ
で
、
中
教
審
の
い
う
責
任
の
体
系
に
は
、
そ
れ
と
表
裏
の
関

係
に
あ
る
権
限
の
体
系
が
、
と
く
に
教
員
人
事
の
上
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
学
に
対
す
る
中
央
集
権
的
官
僚
統
制
が
正
当

化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
大
協
中
間
報
告
が
述
べ
て
い
る
上
う
に
、

大
学
の
管
理
運
営
は
「
一
般
の
行
政
機
関
の
場
合
と
同
様
な
行
政
上
の
責
任

体
制
を
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
大
学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

は
、
大
学
み
ず
か
ら
の
自
覚
に
よ
り
、
国
民
全
体
に
対
し
そ
の
責
任
を
果
す

も
の
で
あ
る
己
中
教
審
中
間
報
告
に
お
い
て
も
、
文
部
大
臣
は
「
大
学
自

治
の
尊
重
を
基
本
と
し
て
」
そ
の
職
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

め述
るべ
限 て
りい
、る
こカ王
の 、

さ文
フ部
Jよ吠晶

表 匡
現に
t土、

平吾
き吾
;之理
ミE i乙
定対

す帰『
す 52
Q 在ii
お ZZ

Z2F 
主主
Zま

教
員
人
事
に
つ
い
て

(1) 

国
大
協
中
間
報
告
は
、
学
長
の
任
命
に
文
部
大
臣
の
拒
否
権
を
認
め

る
こ
と
に
極
力
反
対
し
、
文
部
大
臣
の
任
命
権
は
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
力
説
し
、
ま
た
学
部
長
や
教
員
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度

を
改
め
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
し
て
い
る
。
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そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
中
教
審
中
間
報
告
は
、
原
案
に
あ
っ
た
、
文
部
大

臣
や
学
長
の
拒
否
権
、
差
し
戻
し
権
を
明
示
す
る
文
品
一
一
口
は
削
除
し
た
が
、
学

長
は
、
学
部
長
お
よ
び
教
員
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
教
授
会
の
議
に
よ
り
選
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ば
れ
た
者
に
つ
い
て
「
慎
重
に
選
考
し
、
そ
の
結
果
を
文
部
大
臣
に
申
し
出

る
。
」
と
の
原
案
の
表
現
は
、
そ
の
俸
に
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
部
大
臣

資

の
任
命
行
為
に
つ
い
て
は
「
文
部
大
臣
は
そ
れ
l

|
学
長
の
申
出
ー
ー
に
よ

っ
て
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
り
げ
な
く
表
現
し
て
い
る
け
れ
ど
も

文
部
大
臣
は
「
そ
の
職
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
」
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
慎
重
を

期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
当
然
に
、
こ
の

場
合
に
も
及
ぶ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

仰
と
こ
ろ
で
、
権
限
の
行
使
に
慎
重
を
期
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い

か
え
れ
ば
、
権
限
の
行
使
に
当
っ
て
実
質
的
判
断
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
単
な
る
形
式
的
権
限
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、

当
然
に
、
拒
否
権
を
前
提
す
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
文
部
省
が
こ

の
点
に
つ
い
て
原
案
に
変
更
は
な
い
と
解
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
の
も
、

理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
慎
重
を
期
す
る
」
と
い
う
の
は
、
大
学
の
申
出
を

鵜
呑
み
に
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
外
に
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
は
一
一
層

慎
重
で
あ
れ
、
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
大
学
の

白
治
を
尊
重
し
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
一
不
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

問
題
は
、
慎
重
を
期
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
う
訳
の
も
の
で
は
な
い
。

大
学
や
教
授
会
の
決
定
と
異
な
っ
た
措
置
を
、
文
部
大
臣
や
学
長
が
強
制
し

う
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
中
教
審
の
見
解
は
、

少
し
も
改
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

四

不
利
益
処
分
に
つ
い
て

出
国
大
協
中
間
報
告
が
、
教
員
の
不
利
益
処
分
に
関
す
る
現
行
制
度
は

維
持
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
つ
つ
「
こ
の
場
合
、
当
該
教
員
の
属
す
る
窓

見
を
慎
重
に
考
慮
し
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」
と
附
言
し
て
い

る
の
に
対
し
、
中
教
審
中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
現
在
の
一
事
前
審
査
制
度
に

お
い
て
は
、
発
議
者
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
学
長
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
す
る
」
と
共
に
「
文
部
大
臣
は
、
学
長
の
措
置
が
当
を
失
す
る
場

合
に
は
、
指
導
助
言
を
通
じ
て
そ
の
日
定
正
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

火
災
盗
難
等
の
責
任
に
係
る
事
案
は
、
事
前
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
統

一
的
な
基
準
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
さ
で
あ
る
o
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
半

の
部
分
は
、
原
案
に
「
学
長
が
発
議
し
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
評
議
会
の

措
置
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
は
、
文
部
大
臣
は
中
央
の
機
関
に
諮
り
、

学
長
の
発
議
ま
た
は
評
議
会
の
再
審
査
を
求
め
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ

る
。
」
と
あ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
あ
る
程
度
そ
の
表
現
は
、
緩
和
さ
れ
て

い
る
。

(2) 

教
員
の
不
利
益
処
分
に
お
け
る
大
学
の
自
主
性
の
確
保
は
、
教
員
の

採
用
の
場
合
と
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
大
学
自
治
の
根
幹
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
教
審
中
間
報
告
は

こ
の
場
合
に
も
、
文
部
大
臣
の
介
入
権
を
認
め
て
い
る
。
原
案
に
比
べ
、
そ
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の
表
現
が
幾
分
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
学
長
を
通
じ
て
評
議
会
に
再

審
査
を
求
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。
か
り
に
、
そ
こ
迄
は

至
ら
な
い
と
し
て
も
、
学
長
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
途
を
ひ
ら
く
こ
と

に
よ
り
、
大
学
に
対
す
る
圧
力
は
、
著
し
く
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。五

立
法
化
の
問
題

国
大
協
中
間
報
告
は
「
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
は
、
法
令
の
改
正
に
よ

っ
て
、
置
ち
に
そ
の
目
的
を
達
成
し
得
べ
き
・
も
の
で
は
な
い
。
」
と
し
て
、

現
在
、
大
学
の
管
理
運
営
上
の
欠
陥
が
あ
る
と
し
て
も
、
大
学
の
自
主
的
な

改
善
に
期
待
す
ぺ
ぎ
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
中
教
審
中
間
報
告
は
「
大
学

と
し
て
の
性
格
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
管
理
運
営
に
関
す
る
諸
制
度
を
整
備
す

る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
文
部
省
は
、
こ
の
報
告
の
立
法
化
を

急
い
で
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大学管理制度IC関する意見

従
っ
て
、
こ
こ
で
も
大
学
側
の
意
見
は
、
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。要

約

ム

ノ¥以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
教
審
中
間
報
告
に
お
い
て
、
原
案

が
実
質
的
に
修
正
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
央
機
関
設
置
の
構
想
を
撤
回
し
た

点
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
が
、

大
学
自
治
の
死
合
を
制
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
人
事
権
に
つ
い
て
は
、
報

告
の
内
容
は
、
少
し
も
改
善
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
伝
え
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
報
告
に
基
づ
く
立
法
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
た
い
し
て
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、
強
く
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
い
わ
ゆ
る
「
文
部
大
臣
の
拒
否
権
」
に
つ
い
て

こ
の
問
題
の
重
要
性

現
在
文
部
当
局
は
「
非
常
か
つ
例
外
的
な
場
合
に
は
任
命
権
者
で
あ
る
文

部
大
臣
は
当
然
拒
否
権
を
も
っ
」
と
解
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

中
教
審
中
間
報
告
は
、
こ
れ
と
同
じ
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
職
権
の
行
使

に
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
態
度
は
、
い
わ
ば
、
中
教
審
の
抱
く
大
学
管
理
に
関
す
る
あ
る
べ
ま
姿
を

提
示
し
た
も
の
と
し
て
受
取
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
改
革
に
は
、
反
対
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
文
部
当
局
の
右
の
見
解
は
、
任
命
権
者
と
し
て
の
文
部
大
臣

の
地
位
に
伴
な
う
当
然
の
権
限
と
し
て
拒
否
権
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
制
度
に
内
在
す
る
論
理
上
の
帰
結
と
し
て
主
張
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
規
定
の
形
式
の
如
何
と
は
関
係
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現

行
教
育
公
務
員
特
例
法
の
下
で
も
、
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
る
権
限
で
あ
り
、

又
、
将
来
の
立
法
を
考
え
る
場
合
に
お
い
て
も
、
あ
え
て
こ
れ
を
明
示
す
る
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料

必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
訳
で
、
現
に
、
文
部
省
は
、
こ
の
態
度

を
と
っ
て
い
る
と
伝
え
ら
る
の
で
あ
る
。

資

従
っ
て
、
こ
の
主
張
は
、
中
教
審
中
間
報
告
に
お
け
る
問
題
の
提
起
と
は

区
別
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ

れ
は
、
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
中
教
審
の
立
場
に
、
不
動
の
法
理
的
根
拠
を

与
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
詳
細
な
批
判
は
、

と
く
に
必
要
と
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
文
部
省
の
見
解
と
し
て
も
、
比
較
的
新
し

く
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
も
、
必
ず
し
、
も
明
白
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
現
行
制
度
の
構
造
分
析
を
中
心
に

こ
の
主
張
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

従
来
の
考
え
方

現
行
教
育
公
務
員
特
例
法
の
下
に
お
け
る
学
長
そ
の
他
の
教
育
人
事
に
関

す
る
文
部
大
臣
の
任
命
権
(
思
)
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
拒
否
権
の

行
伎
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
学
説
上
(
程
一
語
斡
議
鰹

地
ぷ
一
切
一
部
川
智
一
)
の
み
な
ら
ず
、
文
部
省
も
ま
た
、
従
来
に
お
い
て
は
、
事

実
上
、
こ
れ
を
認
め
て
来
た
の
で
あ
り
(
説
位
、
国
大
協
中
間
報
告
に
お
い

て
も
、
文
部
大
臣
の
学
長
任
命
権
は
拒
否
権
を
伴
わ
な
い
形
式
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
ノ
l
ト
レ
ヒ
ト
(
緊
急
権
)
的
な
意
味
に
お
い

て
の
文
部
大
臣
の
措
置
は
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
な
い
と
し
た
大
学
管
理
問

題
に
関
す
る
法
学
者
の
座
談
会
が
あ
る
(
鮭
)
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
発

言
者
の
意
に
反
し
て
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
発
言
が
拒
否
権
を
肯
定
す

る
見
解
の
有
力
な
支
柱
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
こ
と
は
、
見
の

が
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

拒
否
権
の
理
論
的
根
拠

そ
こ
で
、
次
に
は
、
右
に
い
う
緊
急
権
を
行
使
す
る
の
場
合
を
も
含
め
、

お
よ
そ
、
文
部
大
臣
に
拒
否
権
あ
り
と
さ
れ
る
場
合
に
考
え
得
る
理
論
的
根

拠
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
三
つ
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

山
任
命
権
に
は
、
当
然
に
拒
否
権
を
伴
な
う
。

間
文
部
大
臣
は
、
行
政
上
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
当
然
に
拒
否
権
を

有
す
る
。

間
文
部
大
臣
は
、
本
来
拒
否
権
を
も
た
な
い
が
、
非
常
事
態
に
お
い
て

は
、
例
外
的
な
措
置
と
し
て
、
そ
の
行
使
も
ゆ
る
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
緊
急
権
的
な
拒
否
権
の
観
念
は
、
間
の
場
合
を
指
す
の
で
あ
る

が
、
文
部
当
局
の
主
張
は
、
文
部
大
臣
に
は
、
当
然
に
拒
否
権
が
あ
る
と
す

る
も
の
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
凶
又
は
凶
の
立
場
に
立
つ
も
の
と

解
し
て
よ
い
。

そ
こ
で
次
に
は
こ
れ
ら
の
見
解
の
当
否
に
つ
い
て
逐
次
検
討
を
試
み
よ
う
。

任
命
権
に
は
、
当
然
に
拒
否
権
が
伴
な
う
か
。

四
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任
命
権
に
は
、
当
然
に
拒
否
権
が
伴
な
う
と
す
る
主
張
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
は
、
天
皇
の
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
最
高
裁
判
所
長
官
の
任
命
権
(
憲
六

条
)
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
天
皇
に
拒
否
権
が
な
い
こ
と
は
、
異
論
の
余
地
が
な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
は
、
天
皇
の
任
命
権
が
形
式
的
儀
礼
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
、
文
部
大
臣
は
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
天

皇
と
は
異
な
り
、
文
部
行
政
上
の
責
任
者
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天

皇
の
場
合
と
同
様
な
意
味
で
、
文
部
大
臣
に
拒
否
権
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。

五

文
部
大
臣
は
、
行
政
上
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
当
然
に
拒
否
権
を

有
す
る
か
。

山
文
部
大
臣
が
、
文
部
行
政
上
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は

な
い
が
、
そ
れ
が
、
大
学
の
教
員
人
事
の
上
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
こ

大学管理制度lζ関する意見

と
で
あ
る
か
は
、
実
定
法
の
構
造
を
無
視
し
て
論
断
す
る
こ
と
は
で
を
な
い
。

現
行
教
育
公
務
員
特
例
法
に
よ
れ
ば
、
大
学
に
お
け
る
教
員
人
事
は
選
考

に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
選
考
は
「
大
学
管
理
機
関
」
す
な
わ
ち
学
長
に
つ

い
て
は
「
協
議
会
」
学
部
長
に
つ
い
て
は
「
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
に
基

づ
き
、
学
長
」
又
、
教
員
に
つ
い
て
は
「
教
授
会
の
議
に
基
づ
き
、
学
長
」

が
行
な
い
(
設
条
)
そ
の
任
用
は
「
学
長
の
申
山
山
に
基
づ
い
て
」
任
命
権
者

た
る
文
部
大
臣
が
行
な
う
。
(
一
時
制
見
叶
的
時
f
仁
)

従
っ
て
、
選
考
権
は
前
記
大
学
管
理
機
関
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
文
部
大

臣
は
、
任
命
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
申
出
に
基
づ
い
て
」
と
は
、
申
出
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

が
、
法
令
用
語
の
通
念
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
大
学
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
教
員
人
事
に
大
学
の

自
主
性
を
み
と
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
大
臣
の
任
命
権
が

形
式
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
よ
う
な
、
形
式
的
・
実
質
的
理

白
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

従
っ
て
、
文
部
大
臣
は
、
川
学
長
の
申
出
が
な
い
の
に
任
命
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
同
学
長
の
申
出
と
異
な
っ
た
任
命
を
行
な
う
こ
と
が
で

き
ず
、
又
川
口
学
長
の
申
出
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
り

文
部
大
臣
に
拒
否
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
文
部
大
臣
が
実
質
的
な
選
考
を
行

な
い
、
学
長
の
申
出
を
拒
否
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、
法
の
明
文
に
反

す
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

聞
か
く
て
、
教
育
公
務
員
特
例
法
の
規
定
は
、
文
部
大
臣
の
拒
否
権
を
否

定
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
が
、
内
閣

が
、
国
民
に
対
す
る
行
政
上
の
責
任
者
で
あ
る
と
い
う
憲
法
の
建
前
に
反
す

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
最
終
的
な
拒
否
権
だ
け
は
、
文
部
大

臣
の
手
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
も
、
理
由
が
な
い
と
は
い
え

ぬ
で
あ
ろ
う
。
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け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
原
則
の
下
で
も
、
行
政
運
営
の
実
質

的
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
方
法
は
、
一
様
で
は
な
い
。
事
柄
の
性

質
に
よ
っ
て
は
、
行
政
委
員
会
(
開
銀
寸
時
一
時
一
抱
一
色
一
一
謬
一
)
の
よ
う
な
独
立

の
機
関
に
権
限
を
委
ね
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
内
閣
な
い
し
所
轄
の
大
臣
の

指
揮
監
督
権
は
及
ば
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。

資

従
っ
て
、
大
学
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
保
障
す
る
学
問
の
自
由
に

基
礎
を
置
く
大
学
自
治
の
原
則
に
よ
り
、
そ
の
選
考
権
を
大
学
側
に
委
ね
文

部
大
臣
は
形
式
的
な
任
命
権
者
た
る
に
止
ま
る
も
の
と
し
て
も
、
決
し
て
憲

法
の
建
前
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
同
様
の
事
例
は
、
少

数
で
は
あ
る
が
、
他
の
行
政
作
用
の
分
野
に
も
、
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な

し、

例
え
ば
、
地
方
自
治
法
七
条
は
「
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
市
町
村
の
境

界
変
更
は
、
関
係
市
町
村
の
申
請
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道

府
県
議
会
の
議
決
を
経
て
こ
れ
を
定
め
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
自
治
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
「
届
け
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
自
治

大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を
国
の
関
係
行
政
機

関
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
と
あ
っ
て
、
市
町
村
の
廃
置
分

合
等
は
、
自
治
大
臣
の
告
一
不
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
果
を
生
じ
な
い
の
で
あ

る
が
実
質
的
な
決
定
権
は
、
地
方
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体

側
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
自
治
大
臣
は
、
届
出
の
受
還
を
拒
否
し
た
り
、
告

示
を
し
な
い
で
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

北法 14(2・170)372

又
、
農
地
法
に
よ
る
農
地
の
買
収
は
、
農
業
委
員
会
の
関
係
書
類
の
進
達

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
(
↑
。
)
、
電
波
法
に

基
づ
く
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
郵
政
大
臣
が
、
電

波
管
理
審
議
会
の
議
決
に
よ
り
行
な
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
(
鮎
囚
)
、
こ

れ
ら
の
場
合
に
も
、
知
事
や
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
進
達
又
は
議
決
に
拘
束
さ

れ
、
そ
の
通
り
の
処
分
、
一
を
行
な
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
法
が
こ
の
よ
う
な
定
め
万
を
し
て
い
る
の
は
、
立
法
者

が
当
該
行
政
目
的
を
達
成
す
る
よ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
形
式
的
権
限
と
実

質
的
権
限
を
分
離
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
、
行
政
上
の
責
任
を
理
由
に
、
法
の
定
め
た
権

限
の
分
配
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
、
違
法
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

し
か
も
文
部
省
に
関
し
て
は
「
文
部
省
は
そ
の
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、

法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
行
政
上
及
び
運
営
上
の
覧

督
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
」
(
献
語
一
週
)
の
明
示
の
規
定
が
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

間
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
文
部
大
臣
に
任
命
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
何
の
働
ま
も
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
。
文
部
大
臣
も
、
違
法
な
任
命
権
の
行
使
を
強
制
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
た
と
え
ば
、
学
長
が
、
教
授
会
の
議
に
悲
づ
か
な
い



で
任
命
の
申
出
を
し
た
場
合
で
あ
る
と
か
、
教
授
会
の
議
決
が
、
学
校
教
育

法
九
条
に
定
め
る
欠
格
事
由
の
あ
る
も
の
を
、
選
考
の
対
策
と
し
た
場
合
の

よ
う
に
、
手
続
的
、
あ
る
い
は
内
容
的
に
、
違
法
な
任
命
の
申
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
文
部
大
臣
は
、
そ
の
任
命
を
拒
否
し
う
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
“

ろ
う
。け

れ
ど
も
、
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
場
合
に
は
、
文
部
大
臣
は
、
大
学
管
理
機
関
の
選
考
権
、
を
侵
し
た
こ
と
に

な
ら
な
い
が
、
学
長
の
申
出
に
法
的
に
は
違
法
の
か
ど
が
な
い
に
も
拘
ら
ず

文
部
大
臣
が
、
候
補
者
の
実
質
的
な
適
格
性
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
任
命
を
拒
否
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
越
権
の
措
置
と
し
て

違
法
と
解
す
る
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

大学管理制度に関する意見

六
緊
急
状
態
に
お
け
る
拒
否
権
の
行
使
は
許
さ
れ
る
か
。

山
以
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
現
行
法
上
、
文
部
大
臣
は

拒
否
権
を
有
せ
ず
、
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
違
法
な
の
で
あ
る
が
、
緊
急

権
の
理
論
は
、
こ
れ
を
承
認
し
た
上
で
、
非
常
例
外
的
な
場
合
に
は
、
文
部

大
臣
が
、
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
、
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
理
論
は
、
文
部
大
臣
に
、
拒
否
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
立
論
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
、
文
部
省
側
の
考
え
方

と
根
本
的
に
異
な
る
所
で
あ
っ
て
、
文
部
省
の
考
え
で
は
、
文
部
大
臣
に
は

拒
否
権
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
非
常
例
外
的
な
場
合
と
い
う
の
は

拒
否
権
行
使
の
要
件
の
ご
と
く
に
見
え
て
も
、
法
の
明
文
に
よ
っ
て
科
せ
ら

れ
た
、
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
た
か
だ
か
、
拒
否
権
の
行
使
を
自
制
す
る
た
め

の
基
準
た
る
に
止
ま
る
こ
と
な
ろ
う
。
か
く
て
、
拒
否
権
の
行
使
は
、
常
に

単
な
る
異
例
の
措
置
|
|
違
法
で
は
な
い
ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
で
、
片
付
い
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
結
果
に
お
い
て
は
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
緊
急
権
理
論
に
お
い
て

は
、
指
否
権
の
行
使
は
、
本
来
違
法
な
の
で
あ
り
、
非
常
状
態
と
い
う
の
は

事
後
に
お
い
て
免
責
を
得
る
た
め
の
要
件
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
よ
く
よ
く
の

場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、

文
部
大
臣
は
、
本
来
拒
否
権
の
行
使
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
客
観
的
に
見
て
、
非
常
例
外
の
場
合
で
も
な
い
の
に
拒
否
権
が
行
使
さ

れ
た
と
し
て
も
多
く
の
場
合
そ
れ
は
、
単
に
不
当
な
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う

だ
け
の
こ
と
で
、
文
部
大
臣
が
、
違
法
の
責
任
を
追
求
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
安
易
に
、
拒
否
権
の
行
伎
は
、
行
な

わ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

間
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
文
部
大

巨
の
拒
否
権
に
つ
い
て
、
緊
急
権
の
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
は
、
少
な
か

ら
ず
疑
問
を
も
っ
。
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料

な
ぜ
な
ら
ば
、
緊
急
権
の
理
論
は
、
本
来
、
憲
法
上
の
原
則
を
一
時
的
に

も
せ
よ
停
止
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
、
真
の
非
常
事
態
に
備
え

資

て
の
理
論
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
場
合
が
、
と
こ
で
の
問
題
で
は
な
い

こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。

こ
こ
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ま
た
ま
「
大
学
に
お
い
て
、
有
害
と

で
も
い
う
外
は
な
い
よ
う
な
、
甚
だ
不
適
当
な
人
事
が
行
な
わ
れ
た
、
と
い

う
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
自
体
異
例
の
事
と
い
わ
な
く
て
は

な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
も
、
適
法
な
選
考
に
基
づ
い
て
学
長
か
ら
申
出
ら
れ
た
場

合
で
な
け
れ
ば
、
拒
否
権
の
問
題
は
生
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て
現
実

の
社
会
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
も
な
お
か
っ
、
そ
う
い
う
事
態
が
起
り
得
な
い
と
い
う
保
障
は
な

い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
応
そ
う
い
う
場
合
な
ら
ば
仕
方
が
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
い
わ
ば
平
常
時
に
お
い
て
、
法
治
主
義

の
原
則
を
破
る
と
い
う
重
大
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
看
過
す

べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
来
れ
ば
か
、
か
る
行
為
の
許
さ
れ
る
場

A
口
一
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い

う
稀
有
の
場
合
を
仮
定
し
て
ま
で
、
緊
急
状
態
に
基
づ
〈
拒
否
権
の
行
使
は

認
め
ら
れ
る
、
と
説
く
こ
と
の
現
実
的
意
義
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

拒
否
権
の
立
法
化
を
防
ぐ
た
め
こ
う
し
た
主
張
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
推

察
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
は
、
実
は
前
門
の
虎
を
防
ぐ
た
め
に
、
後
門
の
狼
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を
招
き
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
機
会
を
と
ら
え
た
と
い
う
の
が
、
最

近
の
文
部
省
理
論
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
文
部
省
の
正
式
の
見
解
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
前
文

部
次
官
の
稲
田
清
助
氏
は
、
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
参
考
人
と
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

O

真
野
委
員
長
大
学
の
学
長
な
ど
の
任
命
権
で
す
ね
、
そ
れ
は
現
に
選

考
し
た
も
の
を
任
命
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
は
今
ま
で
な
い
と
い
う
お

話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
だ
け
れ
ど
も
、
教
授
会
で
選
考
し
た
も
の
を
任
命

し
な
い
乙
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
立
場
は
と
っ
て
お
る
ん
で
す
か
。

O

稲
田
参
考
人
そ
れ
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
説
を
承
わ
る
の
で
ご
ざ
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
任
命
行
為
と
い
う
も
の
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
に

選
考
と
い
う
行
為
が
あ
り
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
決
定
し
た
と
ζ

ろ
を
表

明
す
る
任
命
と
い
う
行
為
が
あ
り
ま
す
。
文
部
大
臣
に
は
選
考
格
が
な
い

の
で
す
か
ら
大
学
か
ら
出
て
来
た
任
命
候
補
者
に
つ
い
て
い
い
と
か
、
惑

い
と
か
判
断
す
る
権
限
は
文
部
大
臣
は
持
っ
て
い
な
い
。
私
は
そ
う
思
う

の
で
す
。
で
す
か
ら
任
命
と
い
う
行
為
は
文
部
大
臣
が
す
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
行
為
を
ス
ト
ッ
プ
し
て
何
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得

る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
し
か
し
そ
う
い
う
乙
と
は
や
は
り
権
限
の
濫
用
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
い
い
と
か
、
惑
い
と
い
う
こ

ζ

と
は
選
考
な
ん
で
す
か
ら
、
選
考
権
は
大
学
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
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(
憲
法
調
査
会
第
一
小
委
員
会
第
三
三
回
会
議
(
昭
三
五
・
一

0
・
二

O
)

議
事
録
五
四
頁
)

O

高
柳
会
長
今
の
場
合
は
、
や
は
り
大
学
の
運
営
に
関
し
て
、
教
授
の

選
任
等
に
つ
い
て
は
大
学
が
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

O

稲
田
参
考
人
そ
う
で
ど
ざ
い
ま
す
ね
。
選
考
権
を
持
っ
て
い
る
機
関

の
責
任
に
な
り
ま
す
。
(
同
五
六
頁
)

二
ジ
ユ
リ
ス
ト
二
五
五
号
(
昭
三
七
・
八
・
一
)
掲
載
の
、
我
妻
栄
・
田

中
二
郎
・
久
保
正
幡
三
教
授
に
よ
る
大
学
管
理
問
題
座
談
会
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
な
田
中
教
授
の
発
言
(
同
誌
一
九
頁
以
下
)
に
、
他
の
両
教
授

も
賛
意
を
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

田
中
:
j
i
-
-
も
っ
と
も
、
.
多
少
理
論
と
し
て
一
貫
し
な
い
嫌
い
が
あ

り
ま
す
が
、
学
長
の
任
命
問
題
と
か
、
教
官
の
任
命
問
題
と
か
、
評
議
会

教
授
会
の
権
限
の
問
題
な
ど
の
す
べ
て
に
通
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
ノ

1
ト
レ

ヒ
ト
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の

は
、
ほ
ん
と
う
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
土
壇
場
の
事
態
に
陥
っ
た
よ
う
な

場
合
に
は
、
法
律
土
の
制
度
と
し
て
明
文
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
く
て

も
、
文
部
大
臣
が
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
、
学
長
、
教
官
の
任
命
に
つ
い

て
も
、
教
授
会
、
評
議
会
の
権
限
事
項
に
つ
い
て
も
、
一
種
の
ノ
l
ト
レ

ヒ
ト
と
し
て
、
大
学
自
体
を
収
拾
す
る
非
常
の
措
置
を
と
る
乙
と
が
で
き

な
い
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
東
大
で
以
前
広
経
済
学
部
の
問
題
が

起
き
た
時
に
平
賀
総
長
が
教
授
会
の
意
思
を
無
視
し
、
評
議
会
に
は
か
つ

て
、
人
事
を
決
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
乙
れ
は
大
学
が
真
の
自
治
を
守

る
た
め
に
学
長
と
し
て
の
ノ

l
ト
レ
ヒ
ト
を
行
使
し
た
事
例
だ
と
い
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
一
部
に
は
反
対
る
す
人
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
大
学
全
体
と
し
て
は
そ
の
措
置
を
了
解
も
し
、
世
間
一
般
も

乙
れ
を
是
認
じ
支
持
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
乙
れ
は
ほ
ん
と
う

の
意
味
で
の
非
常
手
段
で
あ
り
、
最
後
の
手
段
と
し
て
と
ら
れ
た
措
置
が

ジ
ヤ
ス
テ
イ
フ
ア
イ
さ
れ
る
乙
と
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
も

の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
手
段
を
法
律
上
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
そ
れ
が
本
来
の
趣
旨
に
反
し
て
乱
用
さ
れ
る
危
険
が
多
い
わ
け
で
す
。

〔
本
意
見
は
、
今
村
成
和
の
原
案
に
基
き
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
三

O
日

の
北
海
道
大
学
法
学
会
に
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〕
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