
(毎還月躍臼発行)(凋 曜日)昭和38年(1963年)3月25日

 

聞萄罰〒勘大

 

郎常(昭和21年8月6日 篇二穂郵使物脚D第1144号で1、

〆字 ∫ 告 午

京都大学新聞社
峨都市1左票区吉国
宗都大掌1奪内

電話吉田⑰4111・4221

鰭 霰 講 興

　
京

・
大

・
人

・
事

㎞

轟

。
".:
°

9°°"㌦
"認覧

併
任
教
養
部
教
授

山
岡
亮
一
(経

済
学
部教
授
)
同
畏
浜
政
寿
(法
学
部

教
授
)
農学
部付
厨
演
習
林
長
亭
務
代

理
遠
藤
隆
一
ρ農
学
鄙教
授
)
停
年

退
嘗

教旗
部
叡授
上
野
為
三
文
学

部
教
授
西
谷
啓
治

解
職

医
学
部教

授
金
関
毅

昇
任

工
掌
部
助教
授
円

城
敏
男
(同
助
手
)
同
河
野
修
(同)

理
学
部
教
授
永
田
雅
宜
(同
助
教授
)

新
任

理
掌
部
助
教
授
池
田
次
郎
(新

潟
大
学
医
学
部
助
教
授
)

　

法
・理
を
除
き
浪
人
優
勢

女
子
入
学
者
百
人
を
越
す

工
掌
部
の
発
表
を
最
後
に
今
年
の
入試
は
全
部
終
り
二、玉
人
の
新
京大
生
が誕
生
し
た
。

ノ

ま
ず
十
六
日
の
経
済
学
部
を
皮
切
り
に
、例
年
各学
部
が
集
中
的
に
発
表
す
る
十
七
日
が
日

曜
日
で
あ
った
た
め
そ
の
翌
日
の
十
八
日
に法
、
文
、教
脅
、
理
、
医
、
薬
、
農
掌
部
計
七

学
部
が
一き
ょ
に
叢
を
あ
け
、
二
十
酬日
の
工
学
部
を最
後
に全
学
部
発
表
を
終
え
た
。

発
表
日
に
に、
相
変
ら
ず
㎡
喜
父
々
の
風
景
が
各
所
で
見
ら
れ
、
中
に
は
合
格
膏
を
胴
上げ

す
る
と
い
う
いさ
さ
か
オ
ー
バ
ー
な
姿
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
農
学
部
で
は
苦節
九
年
の
浪
人

が
台
格
する
な
ど
、
全般
的
に
拶現
役
有
利
4
の
近
奪
の
傾
向
を
打破
っ
た
。
慶浪
人
の復

活
"
、
ま
た
台格
者
の最
低
点
が
上
った
こ
と
な
ど
が
今
年
度
入
誠
の
特
色
で
あ
っ
た
。
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　圃

"数
字
に
あ
ら
わ
れ
た
京
大
入
試
`
は

別
表
の
通
り
。

襯疋員
は
理
学
部
が
昨
年
よ
り
闇二山-六
人

の
増
募
を
行
な
い
、
ま
た
工
学
部
土
木

学
科
内
に
交
通
土
木
学
科
が
新
設
さ
れ

た
ほ
か
、
文
、
医
、
農
で
定
員
を
着
干

オ
ー
バ
ー
し
た
合
格
者
数
を
出
し
た
た

め
に
"
マン
モ
ス
京
大
4
は
ま
す
ま
す

ふ
く
れ
あ
が
る
こ
と
に
な
った
.
志
願

者
は
や
や
減
少
し
た
と
は
い
え
、
昨
年

に
続
い
て
八
千
人
近
く
お
り
、
平
均
競

箏
頚
は
三
・六
焙
で
あ
った
が
、
試
験

当
日
に
欠
席
し
た
着
が
レ]百
九
人
も
あ

った
だ
め
結
局
実
質
の
競
争
率
は
三
・

二倍
に
と
ど
ま
った
。

ま
た医
学
郎
を
例
外
と
す
る
各
学
部
で

浪人
が大
幅
な
伸
び
を
みせ
た
こ
と

は
、数
年
釆
現
役
の
進
出
が
着
実
で
あ

っ
た京
大
入
試
で
は
特
異
な
現
象
と
い

え
よ
う
。従
釆
京
大
では
現
役
生
の
有

利
を
計
っ
て
基
礎
的
な
問
題
を
出
題

し
、
浪
人
の
試
験ず
れ
に対
抗
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
近
年
そ
の成
果
が
顕蓄

に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
が
、
今
年
に
は
い

っ
て
ま
た
新
し
い
亭
態
を
迎
え
た
.
こ

れ
は
浪
人
も
試
験
の
た
め
の
勉
強
か
ら

基
礎
的
な
勉
強
に
変
わ
っ
て
き
た
た
め

と
見
ら
れ
る
.

学
部
別
で
は
医
学
部
で
足
員
澱
少
が
そ

の
ま
ま
浪
人
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
た
感
が

あ
る
ほ
か
は
、
例
年
浪
人
が
多
い
農
・

教
冑
学部
が
今
年
も
そ
れ
ぞ
れ
七
十
二

七
十
四%
の
高
塵を
示
し
て
いる
.

総
し
て
各学
都と
も
数
%
浪
人
が
伸
び

た
。ま

た今
年度
は合
格
者
の叢
高
点
、

最
低
点
が大
幅
に
伸
びた
こと
は
特

記
す
べ
き現
象
であ
ろ
う.
合
格
者

の
最
低
点
は
三
十
三
年
度
の軒
並
み

五
白
ー
六
百
点
か
ら
三十
五年
にピ

ー
ク
を
な
す
に
至
っ
た
が
、今
年

は
そ
れ
に
迫
っ
た
感
が
あ
る。
最低

点
で
は
教
脅
学
部
が
昨
年
よ
り
四十

五
点
も
上
昇
し
た
の
が
鰻
高
であ
る

が
、
こ
れ
は
同
学
部
が
開
部
以
来
最

高
の
競
争
率
を
示
し
た
こ
と
を無
関

係
で
は
あ
る
ま
い
。
文
学
部
は
三
十

六
点
上
昇
し
三
十
四
、
三
十
五
年
並

み
の
六
百
点
台
に
な
っ
た
。

最
高
点
八
百
六
十
七
点
の
医
学
部
を

始
め
、
理
・工
の
三
学
部
が
八
百点

を
上回
り
、他
の
星七
百点
学
部
π

と
対
照
を
み
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に最
高
・最
低
点
と
も
著

し
く
上昇
し
た
の
は
、
理科
・数
学

の
問
題
が易
し
か
っ
たた
めと
思
わ

れ
る
。

女
子
は
近
年
コ
ン
スタ
ン
小
に
二十
人

近
く
増加
し
つ
つあ
る
が、
今
年
は
遂

に
首
人
を突
破
し
た
.
女子
は
文
学
部

と
薬
学
部
に
比倒
的
に多
く
、
経
済
学

部
・工
学
部
は
志
願
首も
今
年
は
二
三

一 糊 一 脚～一 用Mb～ 一 閑脚摺～一 口～M麟 ハ脚

こ
の
「不
平
等
社
会
に
お
け
る
分
業
と
交
換

と
いう
」
原
興
に
た
つ
と
、
自
分
を
弧
立
し
た

存
在
と
み
な
し
て
、
ま
った
く
な
に
も
の
に
も

と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
だ
け
で
足
り
る
生
活
を
し

よう
と
す
る
よ
う
な
入
は
、
み
じ
め
な
者
に
し

か
なれ
な
い。
生
存
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
に

な
る。
土
地
は
す
べて
"君
の
8
土
地
あ
る
い

は
9私
の
躍
土
地
に
ょ
って
お
お
い
つく
さ
れ

て
い
るし
、
自
分
の
体
し
か
も
た
な
い
か

ら
、
どこ
か
ら
必
需
品
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
でき
よ
う
か
.
自
然
の
状
態
か
ら
抜

け
で
る
こと
に
よ
って
、
私
た
ち
は
仲
聞

■鱒剛lo81,,1,0曇

 

の
者
にも
自
然
の
状
態
か
ら
抜
け
で
る
こ
と
を

強制
し
て
いる
の
だ
.
他
の
人

の々
窟
志
を
無

視
し
て自
然
の
状
態
に
と
ど
ま
って
い
る
こ
ど

は
誰
にも
でき
な
い.
そ
れ
に
、
自
然
の
状
態

に
お
い
て生
き
る
こ
と
も
不
可
能
な
の
に
、
そ

こ
に
とど
ま
っ
て
いよ
う
な
ど
と
す
る
の
は
、

じ
っ
さ
いに
は
そ
こ
か
ら
出
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
.自
然
の
第
一の
法
則
は
自
己
保
存
への

配慮
であ
る
から
だ
。

これ
は
ル
ン
ー
の
酋葉
だ
。
実
を
い
う
と
、

こ
のお
な
じ
菖
葉
を
、
こ
の
お
な
し
欄
に
引
用

し
た
おぼ
え
が
あ
る
の
だ
が
、
も
う
一度
引
用

部
部
邸
部
部
部
部
部
部
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科

部
学
～

単
韮

掌
も

学
騨
掌
学
聾

瑞
諜

難

計

学
文
慧

設

餐

工
藝

麟

鵠

羅

㎜
舗
難

人
と
極
め
て
少
な
か
った
。

女
子
の
大
学
進
出
の
傾
向
が
今
後
も

続
く
であ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ

る
。
ま
た女
子
受
験
生
の
含
格
率
は
例

す
る
こ
と
を
お
許
し
ね
が
い
た
いと
おも
う
。

陽
春
四
月
、
新
入
生
潴
君
を
わ
が
大
学
に迎
え

る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
真
理
は
な
ん
ど
繰
り
か

え
し
て
も
繰
り
か
え
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

ル
ソ
ー
の
言
葉
の
も
つ
含
蓄
を
、
彼
独百
の

思
想
か
ら
い
ち
お
う
切
り
礁
し
て
、
一股
的
な

ノ

生
活
態
度
に
翻
訳
す
る
と
、
つ
き
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。
理
想
な
く
し
て
人
間
も
あ
り
え
な

い
、
と
い
う
の
は
書
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
生
存
す

る
こ
と
が
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
生
在
す
る
た

理

想

と

現

実

樋

ロ

謹

一

め
には
現
実
と
の
妥
協
(あ
え
て
妥
協
と
よ
ぽ

う
)さ
え
も
ま
た
必
須
の
要
件
で
あ
る
.
菖
い

か
える
と
、
現
実
と
の
妥
協
を
お
そ
れ
て
は
理

想
の突
現
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
の
で
は
あ

る
ま
い
か。
生
涯
一貫
し
て
理
想
を
遺
い
求

め
、
その
た
め
に
迫
署
に
な
や
ま
ね
は
な
ら
な

か
った
ル
ソ
ー
牝
し
ては
じ
め
て
、
こ
の
切
実

の誉
葉
を
吐
き
え
た
と
い
え
よ
う
か
.

こ
こま
で省
い
て
、
は
た
と
思
い
あ
た
っ

た
.お
な
じ
言
葉
を
わ
ず
か
の
間
を
お
い
て
二

度
ま
で引
用
さ
せ
る
こと
に
、
私
を
駆
り
た
て

た
一
つの
學
件
が
最
近
、
実
は
あ
った
と
い
う

か
ま
し
い
全
学
導
兀
幹
部
諸
君
と
出
中
清
玄氏

と
の

閣
餌
の轟
需
が
、
多
の
轟
佛
で
あ
る
.

あ
の
関
係
に
た
い
し
て
賛
否
の
両
論
が
あ

り
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
安

保
闘
争
全
体
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
も
、

ま
だ
ま
だ
問
う
べ
き
こ
と
は
大
き
い
。
全
学
連

の
み
な
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
組
織
に
つ
い

て
、
個
人
に
関
し
て
と
同
時
に
組
織
に
関
し

て
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
な
い
こ
と
が
多
い
.

た
が
、
ル
ソ
ー
の
善
葉
に
触
発
さ
れ
つ
つ
私
の

言
いた
いの
は
工
う
で
あ
る
。

現
笑
と
の
妥
協
を
お
そ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

でな
く
て
は
理
想
の
災
現
も
あ
り
え
な
い
の

　
ただ
、理
想
と
現
実
と
の
カ
ネ
ア
イ
は
冥
に

敬
妙
か
つ困
難
な
テ
ク
ニ
ー
ク
だ
.
お
な
し

こ
と
は
、
こ
の
一年
闇
大
学
を
嵐
の
う
ち
に

まき
こん
だ
大
学
管
理
法
閲
題
、
学
長
認
証
官

間題
、環
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
問
題
に
っ

い
ても
いえ
よ
う
.
冨
を
も
と
に
も
ど
し
て
、

全
学
連
の
幹
部
諸
君
は
こ
の
カ
ネ
ァ
イ
を
う
ま

く
保
っ
て
いた
で
あ
ろ
う
か
.
私
は
早
急
な
結

論は
つ
つし
も
う
と
お
も
う
.
く
り
か
え
し
て

言
う
が、
ま
だ
ま
だ
不
明
の
こ
と
が
多
い
か
ら

だ.
股
鑑
遠
から
ず
、
新
入
生
諸
君
を
迎
え
て

学生
諸
君
も
、
そ
し
て
私
た
ち
大
学
に
職
を
毒

ず
るも
の
も
、
自
ら
を
省
り
み
る
必
要
な
き
に

しも
あ
らず
と
思
う
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

(斎
大
人文
科
研
助
教
投
・政
治
経
済
史
)

年
三
～
四
割
と
膚
座
であ
る
が、
今
年

は
三
割
一分
で
あ
っ
た
。

な
お
工
学
部
で
の
第
二志
望
学
糾
へ

の
合
格
者
は
今
年
は
鉱
山
に
十
h
人

(注)工受蟄警雛

衛
生
に
一人
だ
け
。
第
二志
望
で
は

一定
点
を減
点
さ
れ
るだ
け
に
、
そ

の
門
は
極
め
て
狭
い
と
い
え
よ
う.

正
副
委
員
長
に
停
学
六
ヵ
月

教
養
部
自
治
会
は
、
大
蟹
法
の
国
会
上

程
粉
砕
の
た
め
「教
養
部
大
冒
法
闘
争

"教
授
会
の
妨
害
"
を
理
由
に

委
貴
会
」
が
中
心
と
な
っ
て
一月
十
六

日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
十
余
ラ
ラ

な
か
っ
た
こと
の
二点
を
鋭
く
遍
求
、

処
分
の
不
当性
を主
張
し
て
即
時
処
分

撤
回
を
要
求
し
た
。
その
あ
と
學
選
問

題
の
確
認
の
た
め
木村
教
養
部
長
、
田

中
補
導
委
員
長
の
出
席
を要
求
し
た
が

結
局
教
養
部
長
、
補導
委
員
長
の
出

席
が
な
か
っ
た
た
め
、
事
笑確
認も
で

き
な
い
ま
ま
、
二
十
九
日
木
村
教
餐
部

,

長
と
、
三
十
日
に
は
平
沢
総
長
お
よ
び
一

同
教
養
部
艮
ら
と
再
び
話
し
含
う
こ
と

に
し
て
五
時
す
尋
勾見
を
終
っ
た
。

岡
自
治
会
で
は
、
大
管
法
反
対
闘
争

の
最
後
の
集
約
点
と
し
て
、
学
生
、
イ

ン
テ
リ
、
労
鋤
首
の
統
一的
な
闘
い
の

発
火
点
と
し
て
の
展
望
を
持
っ
て
い
た

試
験
ボ
イ
コ
ット
闘
争
の
正
当
性
を
再

度
確
認
し
た
う
え
で
、
認
翫
冒
・大
運

協
、
日
韓
会
談
な
ど
を
中
心
と
す
る
四

月
か
ら
の
闘
争
僧闘
っ
て
い
く
中
で
処

分
撤
回
闘
争
を
新
入
生
の
諸
君
と
A
に

闘
って
い
き
た
い
、
と
話っ
て
い
る
。

ス
に
お
い
て
期
闘外
訊
験
の
ボ
イ
コ
ソ

ト
を
行
な
っ
た
が
、こ
れ
に
対
す
る
大

学
当
局
か
ら
の姐
分
が
三月
二十
七
日

告
示
第
三
号
と
し
て
発表
さ
れ
た
。

「
一月
十
六
日
、
お
よ
び
同
二十
三
日

の
教
養
部
教
授
会
が
多
数
学生
に
よ
り

妨
筈
さ
れ
た
際
、
そ
れ
ら
学
生
の
代
表

的
立
場
に
お
い
て
行
動
し
た
」
こ
と
を

理
田に
闘
争
委
員
会
委
員
長
、
塩
見
孝

也君
(文
一)
、
岡
副
委
員
長
高
瀬
泰

い耀い鵬鞭脚鵬いい馳 ～-U～ ～ 一 聞漁燃い脚 脚　 賜

 

見
・高
瀬
両
君
の
処
分
と
な
った
.

薬
学
再
建
進
む

一

然
雛

自
響

畿
蠣
隔
響

8〈 わが師わ力坂〉筒分子桜

■巨 大 分 子 摺 造斉

■伝送のミスが発見至

劉

罐

ン
茄

沓

へ舜
蓄

潜
辰
起児臓塩"
務

鰭口新達灘・電子

礫 ハ シカ・

「

四
十
年
に
は
完
成の
予
定

薬
学
部
新
館
建
設
第
一期
工事
(五
百
一

麓

礎
耀
蠣

韓

塁

月
護
の
差
で
あ
・
た
が
、
今
冬
盈

寒
波
と
畿
に
た
た
ら
れ
た
た
め
進
至

は
蓄
し
く
遅
れ
、
現
在
配
線
、
上
下
水
.

い
る
段
階
で
あ
る
.
釆
年
度
は
、
新
鋸
一

・
焼
失
を
ま
ぬ
が
れ
・
善
舞

墨

で
き
る
ω
で
講
義
は
た
い
し
た
支
障
な

・
わ
な
わ
れ
る
も
よ
う
.

㎜

な
お
、
第
二
期
工
購
の
釆
隼
度
予
算
は

道」二
學、
ふ
き
つ
け
作
業
を
行
なつ
て

す
で
に
決
定
し
て
お
り
弟
一期
工
事
完

成
次
第
た
だ
ち
に
着
工
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
.
そ
の
結
果
、
全
計
画
の
約
三
分

の
二
が
で
き
あ
が
り
、
四
十
年
ま
で
に

は
す
っか
り
陣
容
を
と
と
の
え
る
こ
と

に
な
る
。

教
養
部
自
治
会

処

分

に
抗

議

物

別

れ

木
村
鰍
賎
ら
出
席
せ
ず

教
養
部
自
治
会
で
は
こ
の
処
分
に
関し

て
二
十
七
日
か
ら
同
自
治
会
有志
約
三

十
人
と
大
学
側
の
処
分
闘
係
者
と
の
会

見
を
申
し
入
れ
た
.
会
見
は
平
沢
総

長
、
芦
田
学
生
部
長
ら
が
出
席
し
て
総

長
是
で
午
後
二
時
半
か
ら
開
か
れ
た
。

目
獲
広側
は
一、'昨
年
朱
の
大
学
閉
鎖

闘
争
以
後
の
学
内
の
混
乱
し
た
状
況
を

収
拾
す
る
た
め
学
生
側
と
教
授
会
と
の

緊
密
な
逆
絡
、
憲
見
交
換
の
機
会
を
持

つ
こと
を
約
束
し
た
木
村
教
養
部
長
の

約
果に
も
か
か
わ
ら
ず
教
授
会
は
掌
生

側
と
の団
交
に
応
し
な
か
った
こ
と
。

二
、
本
米
、大
学
側
ど
学
生
側
と
の
意

志
疎
通
の
た
め
の
パ
イプ
の役
割
を
持

っ
補
導
委員
会
が
そ
の役
割
を
果
た
さ

タ

ン
ガ

ニ
カ
な
ど
調
査

ア
フ
リ
カ
探
検
隊
を
派
遣

K
U
A
R
A
(駁
大
アフ
リ
カ
研
究

会
・会
長
今
西
錦
司人
文
科
研
教
授
.

委
員
長
上
山
春平
同教
授
)
は
二十
八

日
の
調
査
会
で
調
査
隊
の
アフ
リ
カ
派

還
を
決
定
す
る
.

隊
員
は
浅
井
栗
一
(匠
師)
、
和
崎
洋

一
(人
文
科
研
)
両
氏
と
、文
学
部
二

回
生
の
谷
口
穣
、
端
儲
之
両
君
の
四

人
。
一行
は
四
月
上
旬
の第
一次
、
下

旬
の
第
二
次
に
分
か
れ
て
出
発し
、約

六
ヵ月
に
わ
た
っ
て
、
主
と
し
てタ
ン

ガ
ニー
カ
湖
畔
、
エ
ヤ
シ
墓
地周
辺
、

モシ
圏
辺
の
人
類
学
的
調
査
を行
な
う

予
定
で
あ
る
。

K
UA
P
E
(京
大
ア
フ
リ
カ類
入

猿
調
査
隊
・隊
長
今
西
教
授
・委
員

長
平
沢
輿
京
大
総
長
)
は
、
す
で
に

数
次
に
わ
た
って
ア
フ
リ
カ
に
遠

征
、
昨
年
十
一月
か
ら
はタ
ン
ガ
ニ

ー
カ
湖
畔
の
京
大
カ
ボ
ゴ
基地
を
中

心
と
し
て
、
類
人
猿
班
が
チン
パ
ン

ジ
ー
の
調
査
を
行
な
う
一方
、
エ
ア

シ
基
地
を
中
心
に
人
類
班
は狩
猟
民

族
の
調
査
を
続
け
て
き
た
。今
回
の

派
遣
は
K
U
A
R
A
の
チ
ン
パ
ンジ

ー
の
調
査
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
、チ

ン
パ
ン
ジ
ー
の
餌
づ
夙
が
主
目
標
で

あ
り
、
四
十
年
度
ま
で
に
は
さら
に

個
体
識
別
や
杖
会
構
造
の
分
析
を
達

成
さ
せ
た
い
憲
向
で
あ
る
。

K
U
A
P
E
の
報
告
に
よ
れ
ば
狩
猟罠

族
の
調
査
は
十
月
で
一応
終
了す
る

が
、
そ
れ
ま
で
に
各
部
族
の
個
人
の
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィの
研
究
、
部
族
聞
の
関

係
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
生
活
型
を
も

つ原
住
民
の
近
代
化
に
つ
い
て
の
研
究

ロlKUARA

 

等
の
課
題
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。
ま

た
今
西
隊
長
ら
は
八
月
に
は
カ
ラ
ハ
リ

に
甫
下
、
"サ
バン
ナ
の
猟
人
4
ブ
ッ

シ
ュ
マ
ン
の
調
査も
射
な
う
計
圃
で
あ

る
。な

お
今
回
の
調査
の予
算
に
は
文
部

省
の
援
助
も
あ
る
が
、ま
だ公
表
さ
れ

て
い
な
い
.

三
十
七
年
度
卒
業
弍

息

の
長

三十
七
翁
展
革
爽
式
は
三
月
二
十
五
日

午
前
十
時
か
ら
本
部
大
ホ
ー
ル
で
行
わ

れ
一五
四
一人
の
新
学
士
が
誕
生
し
た

当日
は
二自
人
近
い父
兄
と
二
十
人
の

名誉
教
授
が
出
席
し
て
爪大
オ
ー
ケ
ス

ラ
の伴
癸
に
よ
り
掌
歌
斉
唱
で
始
め
ら

れた
。
つ
いで
卒
菓
証
叢
授
与
に
移
り

各学
部
代
表
が
討
甫
を
受
け
と
っ
た
。

つ
い
で平
沢
総
長
が
立
ち
、
別
項
の
よ

う
な新
学
士
への
は
な
む
け
の
告
示
を

述
べた
。

こ
のあ
と
、卒
業
生
を
代
表
し
て
教
肴

い
情

熱

を

強

携
臨

学
部
の
力城
治
君
が
答
辞
に
Mち
「人

聞
性を
疎
外
ず
る
条
伯
が
ま
す
ま
す
き

び
し
い現
実
社
会
の
な
か
で
、
ど
の
よ

う
な矛
肩
にも
耐
え
大
掌
で
掌
ん
だ
理

鹸
と
考
え力
を
貰
く
こ
と
に
よ
って
矛

眉
に
う
ち
勝ち
た
いと
思
いま
す
」
と

述
べ
、
ふ
た
た
び京
大
交
響
楽
団
の
拝

奏
で
拶ホタ
ル
の
光
4
を
斉
嘱
し
て
十

一時
す
ぎ
式
を終
え
、午
後
か
ら
は
各

学
部
毎
に
行
購
を行
な
った
。

今
年
の
卒
莱
式
は開
学
いら
い六
十
四

回
目
.
こ
の
間
に、
六
万
三干
四
百九

十
四
人
(う
ち
新
制
一万
巨
千
パ
白
七

十
上
人
)
の
学
士
が
社
会
に
巣
立
っ
て

い
った
こ
と
に
な
る
。

総
藩
赤
要
骨
鯖器

フ
ァ
イ
ト
で
あ
る
。
火
と
燃
え
て
仕
事

に
当
た
る
こ
と
だ
。
仕
事
に
う
ち
込
ん

で
、
そ
の
中
に
菖
び
を
見
い
だ
さ
ね
は

な
ら
な
い
。
し
か
も
フ
ァ
イ
ト
は
勤
物

的
な
ガ
ム
シ
ャ
ラ
な
も
の
で
は
な
く

て
、
人
間
的
な
永
続
性
の
あ
るも
の
で

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
夢人
の
一生
は

重
荷
を
黄
う
て
行
く
が
ご
と
し
。
急
ぐ

べ
か
ら
ず
。
勝
つ
ζ
と
の
み
を
知
っ
て

負
け
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
害
そ
の
身

に
し
み
る
4
と
い
う
穂
川
家
康
の
家
副

に
は
、
日
本
人
と
し
て
ま
こ
と
に
思
の

畏
い
フ
ァ
イ
ト
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

諸
君
は
高
い
視
野
に
立
ち
、
畏
い
時
間

を
か
け
て
物
學
を
見
て
も
ら
い
た
い
.

活
眼
を
も
っ
て
も
の
を
見
る
と
や
は

り
炉本
も
の
∬
が
勝
つ
の
で
あ
っ
て

"に
せ
も
の
β
は
い
く
ら
一時
的
に
光

司
醤
(理
二
)
に
六
ケ
月
の
停
学
処
分

と
な
って
い
る
.

教
養
部
教
授
会
で
は
三
月
中
旬
ま

で
に十
四
人
と
いう
大
量
の
処
分
対

象
者を
補
導
委
員
澹

提
出
し
て
い

た
が
同闘
争
を
め
ぐ
る全
て
の問
題

追
求と
い
う
方
向
に発
展
す
る
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
闘
争
委員
会
メ
ノ
バ

ー
か
ら
拳
情
取
を
行
っ
た結
果
、塊

要

求
額

五

千

円

を

決
・め

る

生
協
労
組
従
粟
員
大
会
で

生
協
労
組
は
三
月
八
日
の
組
合
員
大

会
で
全
従
爽
員
平
均
四
二
〇
〇
円
の
春

期
賃
上
げ
闘
争
の
要
求
額
を
決
定
し

た
。
内
訳
は
基
本
給
一律
三
千
円
、
職

能
是
正
千
円
、
冠
期
昇
給
干
円
、
剖
五

千
円
と
な
って
い
る
が
、
定
期
昇
給
千

り
輝
い
ても
所
せ
ん
ρに
せ
も
の
8
に

す
き
な
い
。

人
生は
単
に
学
校
に
お
け
る
能
力
の
み

な
らず
、
人閾
と
し
て
の全
能
力
を
要

求す
る
。
常
に
穂
極
的
に
自
ら
を
み
が

きあ
げ
、
す
ばら
し
い人
閾
を
つ
く
り

あげ
ては
し
い。

あなたの財産のマネージリー

一●

薬
学
部
蔵
書

補

充

進

む

昨年
暮
の火
災
で蔵
讃
約
一力
冊
を
失

な
った
薬
学
部
に
は
、
各
大
学
な
ど

か
ら
の寄
贈
、ド
イ
ツ
の
「バイ
ス
タ

ン」
の講
入
(面
七
十
力円
)
、
国
内

外
へ
の照
会
な
ど
厚蔵
醤
復
興
4
は
着

々
と進
ん
で
いる
。

現
在
同
学
部
の
図
醤
は
医
学
部
図
甫

蚕
に保
管
さ
れ
て
いる
が
、
間
も
な
く

新
館図
甜
館
が完
成
す
る
の
で
、
直
ち

に
移さ
れ
る
こと
に
なる
。

●

宇
治
寮
は
定

蛭
本店 鷲東郁中交区日本概通1/1電 話(21の2川
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三和・衿戸の両銀行 と野村証 券の3社
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}合
否
電
報
配
違
不
能
の
も
の
{

去
る
三
月
=
日
か
ら
五
日
ま
で
、当
社

で
受
伺
け
ま
し
た
合
合
置
報
の
うち
、

左
の
も
の
は
配
達
不
能
の
も
の
と
し
て

発
悟
局
に
保
営
し
て
あ
り
ま
す
。
お
心

肖
り
の
力
は
、
当
社
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い。▼
ヒ
ロシ
マケ
ン
タ
か
ハラ
ソ
贋
ケ

員

に

満

た

ず

厚
生
課
勤
入
寮
生
募
集
中

厚
生
課
は
現
在
新
入
寮
生
を
募
集
し
て

い
る
が
、
二
十
七
日
現
在
、
定
員
八
十

人
に
対
し
て
応
募
首
は
九
†八
人
で
例

年
よ
り
出
足
は
遅
い
。
今
年
は
第
一希

望
の
み
し
か
受
け
つ
け
な
い
た
め
に
宇

治
寮
は
ま
だ
足
員
に
達
し
て
い
な
い
。

二
十
九
、
三
十
日
に
欝
類
選
考
、
三
十

一日
、
四
月
一日
に
面
接
、
二
日
に
新

入
寮
生
が
決
足
発
表
さ
れ
る
。

二
十
七
日
現
血
の
沁
募
首
数
は
次
の
通

り
。
(か
っこ
内
は
疋
員
)
、
吉
田
寮

西
寮
七
十
四
(五
十
七
)
、
宇
治
寮
七

(十
七
)
、
女
子
景
十
七
ハ八
)

脚
合
格
の
嵜
び
に
浸
る
の
も
つ
か
の

聞
で
、
新
入
生
が
下
宿
探
し
に
四
苦

八
蓄
す
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
。
今

年
も
す
で
に
厚
生
課
の
前
は
長
蛇
の

列
.
午
後
二
時に
紹
介
を
始
め
る
の

に
、
は
や
い
も
の
は
九
時
頃
か
ら
待

機
し
て
い
る
程
.
毎
算
繰
り
返
え
さ

れ
る
"下
宿
争
奪
戦
∬
は
丑
毎
に
激

さ
を
増
し
て
き
て
い
る
が
、
下
宿
難

が
さ
け
は
れ
る
度
に
問
題
に
な
の
る

は
京
大
の
禦
設
備
の
不
備
な
こ
と
で

あ
る
。

3
`

0
●
●

劉嗣

全
掌
生
の
わ
ず

か
五
%
た
ら
ず
と

い
う
現
在
の
収
答

叡
は
、
全
国
国
立

大
学
の
平
均
士
ハ

%
を
は
る
か
に
下

ま
わ
って
い
る
だ

け
こ
な
く
、
建
物

自
体
が
旧
三
高
時
代
の
木
造
建
築

でそ
の
老
化
ぷ
り
は
消
防
署
で
も
札

ツ
キ
に
な
って
い
る
。
こ
の
よ
う
な

有
様
に
見
か
ね
て
か
軍
生
課
で
も
数

年
前
から
新
寮
建
築
計
画
を
練
り
、

毎
年
文
部
省
に
予
算
概
算
要
求
を
だ

し
て
いた
が
そ
の
つ
ど
は
ね
ら
れ
て

いる
。

と
ころ
が
、
昨
年
か
ら
教
養
部
と

薬
学
部
の
鉱
充
に
と
も
な
う
教
整
増

築
のた
め
古
山
寮
と
幽
寮
の
移
転
が

具
体
的
な課
題
と
し
て衰
面
化
し
た

今
のと
こ
ろ両
学
部
の
新
校
含
は
寮

付
近
の空
地
で工
學
が進
ん
で
い
る

が
、
三
十
九年
度
の
二期
工
學
で
は

ど
う
し
ても
現
在
の寮
の
一部
を
と

り
壌
さ
ね
ば
な
らず
、
そ
のた
め
に

西
蜜
で
は
三
十
八
人
占
田禦
四十
四

人
収
醤
数
を
減
ら
す
必
要
があ
る
と

い
う
.

1流れ

が目標

 

お

容

新 寮 計 画

二千五百人収

こ
の
よ
う
な状

態
の
た
め
、際
生

課
で
も
新
禦
計圃

に
本
腰
を
入
れ
、

取
り
あ
え
ず
四十

年
度
ま
で
に
約
六

百
五
丈

収
谷
で

き
る
寮
の
新
築
副

画
を
た
て
た
が
、

こ
れ
も
三
十
八
年

度
予
算
折
渉
の
最

終
段
階
で
胸
す
か

し
を
食
い
。
ま
た
ま
た
お
あ
づ
け
に

な
った
も
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
計
画

に
よ
る
と
、
三
段
階
に
わ
け
副
画
の

最
終
年
度
で
あ
る
四
十
六
年
度
ま
で

に
は
、
男
子
寮
四
寮
、
女
子
寮
二
寮

で
計
二
千
上
白
人
を
収
容
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
厚
生
施
設
に
つ
い
て
の
大
学

肖
局
の
態
度
で
あ
る
。
計
画
は
な
る

ー

ほ
ど
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
が
'
そ
の

実
現
の
た
め
、
は
た
し
て
ど
の
程
度

努
力
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
寮

謝
画
も
現
乱
の
寮
が
移
転
せ
さ
る
を

褐
な
い状
態
に
な
っ
て
、
や
っと
本

格
的
に
な
った
と
い
う
感
し
が
す
る

ま
た
「蟹
を
建
て
る
ほ
ど
の
金
が

あ
る
な
ら
、
研
究
設
備
を
ま
ず
充
笑

す
べき
だ
」
と
い
う
声
も
依
然
と
し

て
強
いと
い
う
。
全
学
生
の
約
六
十

八
%
の
自
宅
外
通
学
首
を
か
か
え
た

京
大
の
景
施
毅
の
現
状
を
考
え
た
時

に
は
、と
て
も
こ
ん
な
こ
と
を
醤
っ

ては
いら
れ
な
いの
で
は
な
か
ろ
う

か
。も
っと
大
局
的
に
、
ま
た
総
合

的
に計
画
を
た
て
京
大
今
体
の
問
題

と
し
て
取縄
ん
でも
ら
いた
いも
の

だ
。ま

た
、
学
生側
も
新
寮
計
画
に
贋

極
的
に参
加
し
て
い
く
な
か
で
、
学

生
の
声
を
反映
さ
せ
、
そ
の
実
現
を

は
や
め
る
よ
う運
勤
を
展
開
す
る
こ

と
が
、も
っ
とも
急
を
要す
る
こ
と

だ
ろ
う
。
三
十
八
年
度
予
算
獲
得
は

不
可
能
に
な
っ
たと
は
い
え
その
実

現
の
見
通
は
明
る
い
と
い
うだ
け
に

新
寮
を
学
生
の
た
め
の
寮
にす
る
た

め
に
も
今
か
ら
学
生
の
関
心
を
商
め

る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

(荻
)ー
一 側一 一 一 一 ε～ 　

ハラ
チ
ョウ
ク
ロ
ハ
マ

ソ
バタ
カ
ッ
ト
ソ

▼
イ
バラ
ギ
ケ
ン
ミ
ト
シ
ヒ
モノ
チ

ヨ
ウ
=
三
二八ス

凶
キツ
不オ

(以
上
は
該
当
町
名
に
宛
名
首
な

し
)

▼
オ
カ
ヤ
マ
ケ
ン
オ
クチ
ヨ
ウ
ムシ

ア
ゲ

マ
ソ
オ
カ
ト
、、エ

(旅
行
中
で
配
達
不
能
)

7
▼
カ
ナ
ガ
ワ
ケ
ン
カワ
サキ
シ
サ
ク

ラ
七
ト
一ノ
、ハ
一六

ノ
ダ
オ
サ
ム

(該
当
町
名
な
し
)

▼
ア
イ
チ
ケ
ン
ニ
シ
カ
ス
ゲイ
グ
ン

ご
ソ
ビ
ワ
ジ
マ
ご
ウ
三
ノ
五
四

力
トゥ
マ
す
ヒ
ロ

▼
フ
ヶ
ソ
マ
ソ
タ
テ
ノ
マ
よ
四
〇

ム
ラ
カ
、、、マ
コ
ト

(以
上
は
該
コ
陶
名
に
宛
名
首
な

し
)

円
のう
ち
二畠

華

げ
要
求
額
三

な
る。理事

省
側
と
の
第
一回
の
団
体
交
渉

は今
月
二十
日
に
持
た
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
いた
が
專
務
輝
事
が
上
京中

の
た
め
理事
省
側
が
団
交
を
拒
舎、

二
十
六
日
の暮
務
理
事
の煽
洛
を
待

っ
て
交
渉を
再開
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

司

司

司

口
〕

口

口]

29
日
(金
)

侃
健
診療
所
休
診

入

学
予
定
者
身
体
検査

4
月
1
日
(月
)
～
10
日
(水)

入

学
予
足
者
入
学
金
納
入

午
前
九時
か

ら
午
後
五
時

10
日
(水
)

新
二
回
生
履
習
指
導

午
前
九
時
教
養
部
正
門
前
集
含
、午
後

一時
か
ら
教
員
免
許
取
得
指
導

11
日
(木
)

昭
和
三
十
八
年
度
入
学

式

午
前
十
時

本
部
大
ホ
ー
ル

ー2
日
(金
)
～
15
日
(月
)

三
十
八

講談

社
版
/
20
世紀

を
動
か
し
た
人

・々

套

゜

秘
弔常

握
胡
へ
の侃
廻

鄭社㎜

談

第
5回

配
本
/
発
売中

/責

任

饗

皇野

芳
郎

讐
9。
円

W

講

葬

襲鑓

輩

籍燗
聲小禁

∴

フ
3ー

ド
・…

:
:・

神
戸大

助教

授

井

上

忠

勝

●既

刊11

民族

解
放
の
墨
・

アイ

.

雷善

…
-

崔
大
講

薯井

書

デ
・ア

に憲

・
世
界
の冨

の

棘

麦配

者・
大衆

長術
家
の肖

像

,夫澗内正敏…・:科学評諭家P田純之助

重
妄
問
題
を
例
証
的
に
解
説
す
る
新
便
覧
発
売
中
/

末川憶先生推薦

綱
法
学

一

★
重
一異
問
題
を
集
由
丁的
」に
解
説

★
多
く
の
例
を
挿
入
し
た
例
解

式
説
明

★
答
案
形
式
の
簡
明
な
叙
述

★
思
考
を
発
展
さ
せ
る
応
用
設

例
を
収
録

★
出
題
傾
向
を
示
す
類
題
多
数

彌売中

羅 騨 婆&畠舷
創 形

轟 ≡::;
法2ま2表法法●則●法

全17巻
230頁 平 均 各230～2駅 ⊃円

撃懸

 

裡評
東京神田神保町二

奪
度
講
義
開
始賊

ソ
連
で
は
芸
術
整

風
運
動
な
る
も
の
が

活
発
ら
し
い
。
先
日

も
ワ芸
術
家
"
と
の

会
合
で
再
び
フ
首
相

が
拍
象
・が
式
さ
義
ρ?
)
と
の
た
た

か
いを
竃
諾
し
た
と
い
う
。
ソ
連
芸
術

は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
一本
や
り
で

いこ
う
と
い
う
施
政
方
劃
演
説
だ
▼
そ

の会
合
と
は
実
に
〃党
指
導
者
育
の
病

膏
雷
ぷ
り
と
μン
連
芸
術
家
π
の
ふ
抜

けぷ
り
と
が
と
い
も
安
易
か
つ
ア
ホ
ら

し
い政
治
・芸
術
関
係
図
の
上
で
馴
れ

合
った
一幕
ト
ラ
ジ
コ
メ
デ
ィ
の
お
粗

末
だ
った
ー
な
ど
と
い
う
と
「反
久
」

と
いう
け
ち
な
レ
ソテ
ル
が
即
座
に
こ

だま
し
て
く
る
が
、
こ
の
奇
な
反
応
こ

そ問
題
と
す
べ
き
"璽
要
な
ア
ホ
ら
し

さ4
を
表
象
し
て
い
る
▼
そ
も
そ
も
柱

会
主義
リ
ァ
リ
ズ
ム
な
る
も
の
、
自
律

的
な
芸術
論
と
し
て
は
す
で
に
日
本
で

は
全く
空
洞
化
さ
れ
き
って
せ
い
ぜ
い

一種倫
理的
な
形
骸
を
引
き
ず
って
い

る
にす
ぎ
な
い。
そ
の
意
味
か
ら
は
今

度
の
フ
首
柑表
明
も
唖
然
と
聞
き
流
せ

ば
十
分
な
のだ
が、
さ
よ
う
な
芸
術
論

と
は
異
次
π
に問
題
があ
り
、
これ
が

ソ
連
芸
術
三十
年
米の
堕
落
と
それ
に

ピ
タ
リ
見
合
った
(/)
日
本
の
左
翼

芸
術
の
停
滞
と
に軸
を
かけ
る
も
の
た

と
す
れ
は
そ
う
も
な
ら
ぬ
▼
「レ
ー
ニ

ン
ま
義
首
に
ふ
さ
わし
い輿
に人
畏
を

鼓
舞
激
励
す
る
階
級
公術
」と
い
う小

潔
な
テ
ー
ゼ
を
即
自
的
に
政
治
・芸
術

論
の
完
結
と
み
な
す
な
ら
、
むし
ろ

「芸
術
は
党
の
た
め
に
ー」
と
い
う
レ

ー
ニン
の
コ
ト
バ
も
ろ
と
も
ど
ぶ
に捨

て
た
方
が
マ
シ
だ
▼
「政
治
は
政
禰

だ
」
と
い
う
政
裕
家
と
「云
術
は
オ
レ

の
問
題
だ
」
と
算
呂
す
る
芸
術
家
。
こ

の
当
然
の
前
提
が
あ
っ
た
な
ら
、
ソ
連

は
(そ
し
て
日
小
の
左
翼
も
)
、
現
在

フ首
柑
が
非
難
す
る
の
と
は
全
く
別
の

童
臥
で
抽
象
王
義
を
も
(お
そ
ら
く
)

合
足し
た
新
た
な
訟
術
を
創
造
し
え
て

いた
だ
ろ
う
▼
革
命
直
彼
の
ソ
連
に
は

それ
に
ふ
さ
わ
し
く
楽
大
的
だ
が
活
発

混
沌
と
し
た
芸
術
運
勤
が
林
立
し
、

ヨブ
ルシ
ョア
ま
が
り
の
ポ
　
パ
リ
に
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図葡

羅 ウ脇 綴 口磁鱒 全2巻雛 欄

詮 篇 服 力 学 欄

鰭7藤 〆鱗場 の 古 典 論¥950

数 ポ葵論 勲 子腿 学全3巻①8各難器

幽窟善富設電子回路と振勘論¥980

幽論 竈ポ曇自動制御霧の憂本努¥780

綿 奏轍 材 料 力 学 毒馨糊

群 嶺辺ン羨工 業 振 勤 学¥脚

霧欝審 郵譲力学演習 全2巻霧差7讐

享二百竜?置}茜ノ羨射影憩何学 全2巷一季≡ミ≡§§8

繰 露 二訳数理鱒 毛撃甥 瀞 枷

ぼ響 ル箸 嶺現代代数学δ鑑 。霧魏8

鰯 徽 ノエ調 型代数韓2巻 霧翻

言蔽 族 不候群 論全2巻鍵 器8

 

入
条
国
時
代
の
日
水
経
済

たちまち
童版/

田

中

宏
編

三
二
〇
円
〒
70

田中
犬
聖
全

推
薦

IM
F
為
葱
刷隈
局
長

IS
フ
リ
ー
ド
マ
ン
序

i

I
M
F
と
G
A
T
T
を
め
ぐ
っ
て
ー

八
条
国移
行
に
関
運
す
る
諸
問
題は
、
将
来

鼠
村
忠
雄
民
・評

長
期
にわ
た
って
日
本
経
済
に
大き
な
影
響

をも
つか
ら
、
国
民
は
み
な
こ
の問
慧
を
十
分
研
究
し
てお
く
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こう
し
た
聞
臆
を
平
易
に
解
説し
た
本

書
は
、
ま
さ
に
国
民
必
読
の
書
と
いえ
よ
う
。
〈
3
・7読
売
〉

鼎
§福

舎鍾 髪祉
嵩 嚢,し国国

家

を

越
え

て

祖
祉
囲
躍
で
の
経
済計
画
と
そ
の
国
際
的
慧
脈
関湛

西
欧
的
諸
国
で
の
経済
計
画
へ向
か
う
趨
勢
と、
西

欧
的
福
祉
国
家
の
生成
11民
屯的
経
済
計
図化
を中

心
に
、
そ
の
国
際
的
な
童味
関
連
を
詳
細
に
考察
。

I
L
O
と
日
本
の
団
結
権

猟
花辮
糖゚
錨
購

講

鍵

伽

1

エ
ネ

ル

ギ

i

政

策

の

新

展

開

智
刊

嚢

匿
縄
A5判
三
〇〇學
00

経

済

計

算

論

発
亮
中

ε
・シ
嵩ナ
イダ
ー

島
野
車
繭
訳

A5
判

七
八
〇
円
一〒脚

経
済
開
発
の
外
交

E
・ブ
ラ
ッ
ク

國
際
関
係
研
究
会訳

B
6
判

勢
舅
中

二
五
〇
円
〒50

世
界
貿
易
の
伸
び
に停
滞
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の最
大
原
因
は

低
開
発
地
域
の
経済
発
展
の
遅
れ
に
あ
り
、
そ
の
開発
促
進
は
全

世
界
的
な
聞
題
で
ある
。
と
く
に
ア
ジ
ア
に
位
置
し
、貿
易
▽
国

を
目
捲
す
わ
が
国
に
と
って
は
重
大
で
あ
り
、
ブ
ラ
ノク
のい
う

「経
済
開
発
外
交
」
の
含意
は
再
並
熟
慮
し
な
け
れば
なら
ぬ
。

棄
京
部
千
代
田区
霞
関
三
ノ
三

振
誉
口
座
棄
京
二五
九
七
六

'

.

45
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圏
時
あ
た
か
も

春
闘
の
最
中
塵

さ
る
三月
噌石
日
最
高
裁
弟
二
小
法

延
は
、国
鉄
な
ど
の
公
共
企
業
体
や
郵

便
そ
の他
の
現
菓
の
賊
員
の
吊
醸
行
撃

に
つ
い
て、
極
ゆ
て
比
目
す
べ
き
判
決

を
行な
った
.
ζ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
公

労
協
の労
働
首
は
、
法
律
に
ょ
っ
て
鶉

瞬
行為
を
禁
正
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ

の
争
議行
為
が
何
ら
か
の
刑
罰
法
規
に

ふ
れ
る
場合
に
は
、
も
は
や
争
脇
行
為

で
あ
る
い
う理
由
の
み
で
処
罰
を
免
れ

る
ζと
は
でき
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
.時
あ
た
かも
春
闘
の
最
中
で
あ
り

例
年
同
様
に
公
労
協
労
働
6
は
闘
争

の
申
核
椰
隊
を
な
し
て
い
る
。
ま
た

た論拠 ・公共の福祉一貫 し

LO要 求
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ほ
か
な
ら
ぬ
公
労
協
組
命
の
スト
擢
奪

遣
の
運
動
に
よ
って
、
こ
こ獺
年
来
I

L
O
を
中
心
に
わ
が
国
の
争
瞬糎
粥
限

が
国
瞭
的
剛
心
の
ま
と
と
な
って
来
た

や
さ
き
で
も
あ
る
。
従
っ
て
こ
の判
決

が
囚
外
に
及
ぼ
す
影
響
は、
ま
こと
に

は
か
り
知
れ
な
い
も
の
があ
ろ
うと
推

測
さ
れ
る
。

■
解
雇

が
明

ホ
さ

れ

て

い
る

の

み

■

現
在
わ
が
国
で
は
、
公務
員
や公
共

企
業
体
等
の
職
員
は
、民
問
労
働
首

の
場
合
と
異
って
争
議
行為
を
一切
蒙

止
さ
れ
て
い
る
。
ただ
公
務
員
に
つ
い

て
は
、
公
務
員
法
に
よ
っ
て争
、議行
為

に
従
覇
し
た
一般
組合
員
では
な
し

に
、
争
議
行
為
を
A
課
し
、
そ
モ
の
か
務
貞
や
公
企
体
箸
職
員
の
争
瞬
行
為
を

し
、
あ
お
る
等
の
行
鳥
を
し
た
首
を
と

く
に
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な

っ
て
いる
の
に
封
し
、
公
企
体
等
願
員

の場
台
に
は
、
遠
反
に
」刈す
る
制
裁
と

し
て公
労
法
上
謎雇
が
囲
小さ
れ
て
い

るだ
け
で、
他
に
と
く
に
刑
罰
を
加
え

る旨
の梱
阻は
設
け
ら
れ
て
は
い
な

い
.
こ
こに
、
争
いの
根
腺
が
あ
る
。

政
府
や検
察
側
の
二
張
に
よ
る
と
、
公

八企
桑
奪

鳳
員
は
法
'伸
に
よ
っ
て
華

儀
行禽
が禁
止
さ
れ
て
いる
以
上
、
公

労
仏士
と
く
に
犯
罪
と
し
て
処
痢
す
る

規
疋は
なく
と
も
、
いわ
ゆ
る
刑
早
免

買
は調
め
ら
れず
、
一般
刑
払
(例
え

は
威
力
芙
務
妨害
罪
)
や
取
締
法
規

(螂
便
法
・鉱
霧
典
げ
・公
衆
電
気

通
信
法
等
)
に
よ
っ
て処
罰
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
下
赦
審
の判
例
に
は
、
こ

の
泣
場
を
と
っ
た
も
のも
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
学
説
の
多
数
は
、公
務
員
と
公

企
体
へ、取
員
の
間
で
は
勢議
行
為
の
禁

卸
に
対
す
る
逮
反
の
効
果に
稜
異
(刑

罰
と
解
雇
)
が
認
め
られ
て
いる
こ

と
、
及
び
こ
の
よ
う
な
取扱
いを
う
け

る
に
至
っ
た
歴
史
的経
緯
、
堪
ム権
と

し
て
の
争
譲
権
の
性
格無
を
押
由
に
、

公
企
体
等
職
員
の
軸
議行
為
が
一般
に

π
当
と
論
め
ら
れ
る
範囲
内
に
あ
る
限

り
、
違
反
着
は解
雇さ
れ
る
だ
け
で
、

そ
の
上
に
刑法
や
取締
法
規
に
よ
って

処
罰
さ
れ
る
こと
は
な
いと
解
し
て
来

た
。
全
迎
中
郵
畢件
(粥
京
高
裁
)
、

国
鉄
照周
丸
事
件
(札
幌
高
裁
)
等

は
、
こ
の
よ
う
な立
場
に
立
つ
判
例
で

あ
る
.最
葛
裁第
二小
法
廷
が
前
省
の

見解
を
支
持
し
た
以
上
、
現
在
最
弼
裁

げ

第
国小
法
廷
に
係
周
中
の
摩
周
丸
嶺
件

の
云就
に大
き
な
闘
心
が
よ
せ
ら
れ
る

こと
と
な
った
わ
け
で
あ
る
。

■最
高
裁
は
合
憲

だ
と
い
う
立
場
■

元
釆嶽
法
二
八条
は
、
す
べ
て
の
労

働
者
に争
議
櫓
を
保
障
し
て
い
る
か

ら
、立
当な
慧
磯行
為
で
あ
る
限
り
犯

罪
とし
て処
罰
さ
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ

ん
(荊
扇
免
責
)
、
使
用
脊
か
ら
も
損

害
賠
償の
謂
求
や
解
麗
そ
の
他
の
不

利
血
を
う
ける
ζと
は
な
い
(民
串
免

買)
。
当初
に
公
務
員
に
も
一部
を
除

サ

い
て
この
よ
う
な
保
陳
が
認
め
ら
れ
て

い
た
が
、
昭
和
二
三
年
七
月
マ
ソ
カー

サ
i
螢
簡
に
基
く
政
令
二
〇
一弩
に
よ

って
、
す
べ
て
の
公
務
員
は
指導
看
で

あ
る
と
脚般
岨
会員
で
あ
る
とを
問
わ

ず
、
争
議
行
為
を
刑
罰
に
よ
っ
て蒙
止

さ
れ
る
ご
と
と
な
った
。
そ
の後
公
共

企
業
体
の
新
設
に
伴
な
っ
て
国
鉄
・專

売
の
職
員
は
公
務
員
か
ら
分
れ
て公
労

法
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
と
なり
(現ノ

在
で
は
全
廻そ
の
他
の
現
業公
務
員
に

も
公
労
法
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
て
い

る
)
一方
公
務
員
に
つ
い
ても
、
こ
の

と
き
か
ら
公
務
員
法
の
改
几に
よ
って

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
麟
議行
為
の
黄

謀
者
や
指
導
者
の
み
を
処
闘す
る
規
足

が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。と
ころ
で

最
高
裁
は
、
公
来
の
棉
祉
を理
由
に
公

禁
止
す
る
これ
ら
の
措
置
は
含
惣
で
あ

ると
の
▽
場を
一貫
し
て
と
って
お

り
、
X
桝判
決
もそ
れ
を
当
然
の
前
提

と
し
て
い
る。

廟

一
律

に
禁

止

す

る

の
は

不

適

当

脚

臨
.励臨
に
い
.
てわ
た
く
し
は
、
現

在
の
よ
つ
に
公務
員
や公
企
体
知
鰍
員

の
争
議
行
為
を
一律
に
禁
止
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
いと
考
え
て
いる
。
工
L

O
に
対
す
る
組
合側
の申
Ψ
に
よ
る
と

ア
ル
コ
ー
ル
や
蜂草
の
甫
冤事
業
に
ま

で
ス
ト
禁
止が
適用
さ
れ
る
の
は
不
合

銅
で
あ
ると
か
、
大
阪
の期
下
鉄
(公

営
)
労
励
首
は
ス
ト
檜
がな
いの
に
束

京
の
地
下
鉄
(私
宮)
労㈲
.百は
ス
ト

権
を
も
っ
て
い
る
等
の
不
当
な
差別
が

あ
る
こ
と
が
指
購
さ
れ
、
ま
た
央
。仏

。独
・伊
舞
々
の
国
々
で
は
郵
便
労
働

首
が
ス
ト
靴
を
も
つ
こ
と
も
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
I
L
O
も
、
展
用
主
体
が
国

、

圃一
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も
し
く
は
公
同
球
封
絡
を
も
つ
と
い
う

だ
け
で
一律
に
笹
議
行
為
を
禁
止
す
る

の
は
適
当
で
な
い
と
し
、
そ
の
業
務
の

中
断
に
よ
って
国
民
の
全
鄙
ま
兀
は
一

鄙
の
鑑
存
や
著
し
く
お
び
や
か
す
よ
つ

な
貰
に
基
幹
的
な
畢
業
に
つい
て
の

み
、
争
議
行
為
を
刑
罰
に
よ
って
禁
止

す
る
こと
も
計さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

工
L
Oは
、
わ
が
国
の現
行
制
度
の
ど

、の部
分が
不
台
蝉
で
あ
る
か
を
貝
体
的

に指
個
して
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

少
く
と
も
現
在
公
企
体
舞
取
員
や
公
務

員
の争
議
行
為
禁
止
に
対
す
る
代
健
推

置
とし
て設
け
ら
れ
た
強
制
仲
裁
、
入

畢委
員
会
な
ど
の制
度
が
冗
全
で
は
な

い
と判
断
し
て、
昨
年
の
ご
と
き
は
八

七
号条
約批
准
ま
で
の
閻
「右
集
約
に

禽
ま
れ
る
詰
原
則
に
逆
行
す
る
よ
う
な

=
切
の護

を
と
る
こ
と
を
さ
け
、
と

く
に労
働
組
合
活
動
に
対
す
る
一切
の

逮捕
、解
麗
あ
る
いは
懲
戒
処
ゲ
を
さ

け
る
よ
う努
力
す
る
こ
と
」
を
日
本
政

府
に要
求
ずる
ま
で
に
至
って
いる
の

で
あ
る
.

一方
國
囚
で
も
、
酔
年
八
月
二
亡
日

の
佐
買
教
組
箏
件
判
決
(佐
賀
地
裁
)

は
、
公
人
の
福
祉
は
ノ
権
相
互
間
の
矛

唇
衝
健
を
突
質
的
に
公平
に
調
肇
す
る

原
遡
で
あ
る
とし
、公
甥
員
の勤
労
条

件
の
劣
患
の
程
度
・代
償措
置
の
機
能

発
揮
の
程
度
・心
民
が争
、融行
為
に
よ

っ
て
袈
る
不利
益
の性
質
、
程
度
等
を

総
台勘
案
し
て
、
教
職
員
の
行
な
った

年
休
闘
争
に
然
罪
を
箪台
し
て
いる
。

制
裁
は
解
雇
わ
限
度

判
決
は
憲
法
を
下
か
ら
規
定

圏
刑

學
免

貴

は

確

定

し

た
原

理

甲

さ
て
、
公
企
体
知
賊
員
の
争
著

為

が
刑
寧
免
貢
を
認
め
ら
れ
る
かど
つ
か

の
問
題
も
、
基
本
権
と
し
て
の
争
讃権

の
性
梧
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
か

か
って
い
る
.
今
回
の
最
簡
裁
判決

は
、
「公
八正
識俸
守の
賊
貝は
、争

議
行為
を
禁
止
さ
れ
争
議
権
白
体
を
台

定さ
れ
て
いる
以
上
、
そ
の
争
議
行
為

に
っ
い
て
止営
性
の
限
界
如
何
を
齢
ず

る
余
地
は
な
く
」
従
って
刑
事
免
貞
は

認
め
られ
な
いと
断
定
す
る
.
わ
た
く

し
は
、
こ
のよ
う
な
見
解
に
反
対
で
あ

る
。
判
決
は
、
公
労
法
に
よ
って
争
議

苓
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
「諺

権
自
体
も
「食
疋さ
れ
て
い
る
」
と
解
し

内

裕

て
い
る
が
、
そ
れ
は
下
位
の
法
律
の
規

足
か
ら
惣
法
上
の
争
麟
権
の
内
徐
を
逆

に
規
足
し
て
い
く
こ
と
を
恵
味
す
る
.

な
る
程
撰

は
、
争
議
権
の
内
容
を
と

く
に
明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
争

議
権
が
労
鱗
者
と
い
う
社
会
的
地
位
そ

の
も
の
を
根
拠
と
し
て
醜め
られ
る
基

本
禰
で
あ
る
以
上
、
それ
には
社
会的

歴
史
的
に
限
犀
さ
れ
た
一足
の
囚
寄が

前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べき
だ
。

磁
議
権
が
労
働
者の
生存
糎
を
確
保

す
る
た
め
の
不
可欠
の樵
利
であ
り
、

従
っ
て
最
大
の
尊重
を要
す
る
こと
は

り
つま
で
も
な
い
が
、争
議
権
発
展
の

今
日
的
段
階
で
は
争
議行
為
それ
自
体

は
も
は
や
自
然
的
な
犯罪
と
は
な
り
え

な
いも
の
であ
る
.
争
議
行
為
一股
に

対
す
る
刑
事
免
賞
は
、
今
日
す
で
に
確

定
し
た
原
埋
と
な
って
い
る
。
こ
の
よ

うな
争
.臨行
為
に
対
し
て
は
、
國
民
の

生
存
碓
保
等
の
理
由
に
よ
って
一だ
の

政
策
的
立
燭
か
ら
の
制
約
が
認
め
ら
れ

る
に
す
ぎ
ず
、
当
該
争
議
行
為
は
そ
の

制
約
に
対
応
す
る
限
艮
内
で
違
法
な
い

し
不
当
と
評
倣
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

従
って
公
企
体
等
職
員
の
争
議
行
為

は
、
公
企
体
等
の
正
常
な
運
営
を鹸
大

限
に
僅
保
す
る
と
い
う
政策
的
瑚
由
に

よ
っ
て
索
止
さ
れ
、
か
つ
そ
の眼
庚
囚

で
不
当と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
であ

っ
て
、
違
反
に
対
多
る
制
裁
も
解
雇

(民
購
免責
の
部
分
的
は
く
聾)
を限

度
と
す
る
.

虚

ど
れ

程

の
間

命

脈

を

保

て

る

か
■

こ
れ
を

「争
護
権
目体
が
否
足さ

れ
」
、
従
って
刑
亭
免
買
も
御
わ
れ
て

いる
と
解
す
べき
で
は
な
い.
ス
ト
ラ

イ
キ
へ
の関
与
に
対
し
て刑
罰
を
課
す

こと
を
禁止
する
ー
L
O
一〇
五
号
条

約
の趣
旨
も
こ
の
よ
つ
な増
え
力
を
表

ぞ

現
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
に
あ
げ
た
国

内
に
お
け
る
票
止
惜
雌
の
縫
緯
自
体
が

こ
う
し
た
結
論
を
裏
轡
き
す
ると
い
え

る
。
ま
た
最
高
裁
目
ら
も
京
都
㎡交
通

労
組
寮
件
に
お
い
て
そ
れ
を
承認
し
た

も
の
と
解
せ
られ
る
見解
を
小し
て
い

る
こ
と
に注
意
し
な
けれ
ぱな
る
ま
い

(昭
三
三
・七
・
一
六
、
大
法
廷
判
決
)

I
L
O
八七
号
条
約
批
准
に
伴
な
う

国
内法
整
備
法案
に
は
も
と
も
と
公
企

体
専
職
員
の
争
議
行
為
を
刑
罰
に
よ
っ

て禁
止
す
る
慧
図
が
含
ま
れ
て
い
た
。

今
回
の
最
高
裁
刊
決
は
、
こ
の
よ
う
な

立
法
に
代
る
、
も
し
く
は
そ
れ
を
支
持

す
る
機
能
を
果
た
す
わ
け
で
あ
る
。
一

力
今
日
の
悶
際
的
世
読
は
、
あ
る
畷
が

圏
囚に
お
い
て労
働
看の
団
鮎
活
動
に

対
する
良の
保
隙
を
果
た
す
こ
と
なし

に国
際
的
取
引
の
舞
台
に
登
場
す
る
こ

と
目体
、
不
公
涯
な
競
箏
で
あ
る
と
の

毒
難
を
加
え
る
状
態
で
あ
る
と
も
い
わ

れ
る
b
今
回
の
最
画
裁
判
決
の
よ
つな

立
崩
は
、
一体
脅
後
と
れ
程
の
期
間
命

脈
を
保
ち
つる
も
の
で
め
つ
つか
。

(京
大
法
掌
部
教
授
・労
働
広
)

今月十五日、最寓裁鱒コ」、法廷

は、公共企繋体等労観員の争騰

行為についで荊事免買の規定は

遮用できないとの注目すべき判

決を行なった。この問題につい

てはこれまで公務法には刑罰規

定がないためさまざまな判決が

出ていたが、これによつて今後

の公労協の遅動は1大な影響を

うける一方、今年の審闘、lLO

条約聞選、さらには憲法の暮本

橡にまで問題は広がりを持つ.

これよりさき、二月四日には

政府、自民党が 「扇力行論等処

罰に関する法俸」の一部改定薬

を岡会に上提したが、 これは
ミ政暴法≧の爽質化をねらうも

のとみられる.
二つはともに労働遷動に対す

る震大な攻勢といえるが、これ

について二敦授に間鰯点をさぐ
つていただいた。(■集郁)

 

凶暴

力
行

・為

と

は

》

暴
力
行
為
等
処
罰に
閾
す
る
法
律

(大
正十
五年
)
は
、
いわ
ゆ
る
暴
力

犯
罪
の
うち
一定
の
も
の
を
、
刑
法
の

【般
的規
足
に対
し
て
、
特
別
扱
い
を

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
汰律
で
あ

る
。
そ
の暴
力
行
為
と
いう
の
は
、
畢

行
罪
(刑
法
二〇
八
粂
-
二
年
以
下
の

懲
役
。
二
乃五
千
円
以
下
の
罰
金
・拘

留
・科
料
)脅
迫
罪
(二
二
二
粂
-
二

鉦
以下
の懲
役
・
ニカ
玉
千
円
以
下
の

繍卿笠)
器一物損
欄概罪
(二
六
一条
-
三

年
以
下
の
懲
役
・二
万
五
千
円
以
下
の

罰
金
。科
料
)
が
中
心
と
な
つ
て
い

る
。
こ
の
ま
律
で
は
、
ζ
れ
ら
の
犯
罪

行
為
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
・エ
カ
上

千
円
以
下
の
罰
金
と
よ
り
蟹
く
処
罰
さ

れ
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
次
の

よ
う
な
条
件
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
条
件
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪

行
為
の
実
行
の
仕
方
に
つ
い
て
の
も
の

で
あ
り
、
(イ
)
団
体
首
は
多
衆
の
威

力
を
小し
、
(ロ
)
団
体
省
は
多
衆
を

仮
袋し
て
風
力
を
小し
、
(ハ
、兇
器

を
がし
、
(二
)
数
人
共
同
し
て
、
で

あ
る
。
つ
ま
り
(イ
)
ー
(二
)
ま
で

の
何
れ
か
一つ
の
仕
力
で
、
上
、ぬ三
樹

の
い
つ
れ
か
一つ
を
犯
し
た
場
台
で
あ

る
。

次
に
、
間
法
は
、
営
習
犯
の
規
定
を

設
け
た
。
す
な
わ
ち
、常
習
とし
て
暴

行
罪
・留
遵
罪
・
器
物
損罪
を
犯
し
た

者
も
、
同
様
の
刑
罰
で
処
罰さ
れ
る
。

こ
の
場
合
(イ
)
そ
の
猿
文
の
形
式
が

意
駄
す
る
の
と
こ
と
な
っ
て
、判
例は

當
習
暴
'質
旧
人
、
瓢
習
器
物損
壊
犯
人

と
い
つよ

、
個
存
の
犯罪
に
つ
い

(相
穿
の慧
思
に
反
し
て
圓会
を
強
要

す
る
こと
)
・強
試
(他
人
に
対
し
て
白

訥を
も
つ
て強
い
て
目
己
の
要
求
に
沁

ず
べき
こ
と
を
迫
る
こ
と
)・威
追
(魯

語
挙
動
を
も
つ
て
気
勢
を
示
し
、
不
安

困
惑
の
念
を
生
ざ
せ
る
こ
と
)
を
し
た

場
合
は
、
一年
以
下
の
懲
役
・毛
千
円

以
下
の
罰
金
で
あ
る
。

第
四
に
、
常
留
面
会
強
魂
・強
談
・

威
廻
も
、
同
様
に
処
罰
せ
ら
れ
る
.

第
五
に
、
上
込
(イ
)
1
(二
)
の

行
為
を
、
ハ月
以
下
の
懲
役
・
五
〇

〇円
以下
の罰
金
で
処
罰
す
る
.

大
正
危
機
に
誕
生

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
つ
な
法律
が
で

き
た
の
は
、
大
正
一五
年
であ
った
.

す
な
わ
ち
、第
}次
大戦
の
好
況
と
日

A
質
本
王
繍
の成
長
が
、デ
ノド
ロ
ソ

ク
に
の
りあ
げ
、
わ
が國
に
お
け
る
黛

本
王
義社
会
秩
序
に盾
機
が
お
と
つ
れ

た
時
であ
っ
た
。好
況
と
資
本
丑
羨
り

当
時
の
又配
者
達
は
、
普
選
問
題
に

お
いて
大
き
な
一歩
後
邊
を
饗
求
さ
れ

て
い
た
し
、
ま
た
文
配
体
制
を
維
持
す

る
た
め
の
文
任
で
あ
る
治
安
立
法
に
お

い
て
も
、
謬
歩
せ
ざ
る
を
細
な
い状
況

に
追
い
こ
ま
れ
て
い
た
.
す
な
わち
、

労
働
達
動
・小
作
争
醸
弾
圧
の
武器
で

治
安
立
法
体
系
の
周
辺
に

て
脇
占
彊を
同
題
に
せ
ず
、
常
習
暴
力

犯
人と
い
う増
乳
力を
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、前
に
据
物
損
壊
を
し
た
こ
と
を

理
由
に
、暴
仔罪
で
裁
判
に
な
って
い

る
被
告
人を
鴇習
犯
人
と
し
て
も
よ
い

と
い
う見
解
で
あ
る
、
(口
)
ま
た
福

習
性
の
認
疋は
、
前
糾
の
有
無
を
間
わ

ず
、行
為
省
の
暫
癖
一般
に
つ
い
て
の

判断
であ
る
。

第
三に
、
財
崖
L
小正
の
利
舷を
轡

る
目
凶な
ど
の
下
に
、
上
込
イ
ー
二
の

手
段
、
力
はを
も
ち
い
て
、
面
会
強
講

誕
生
以
来
労
農
弾
圧
の
武
器

え
、
貫
上
げ
や
小
作
権
の
た
め
、
団体

行
動
で
強
会
強要
し
、要
求
す
る
も
の

を
処
罰
し
よ
うと
し
たの
で
あ
っ沈
.

ち
よ
う
ど
、
団締
禁
止
を
解
か
ざ
る
を

得
な
か
っ
た英
国の
支
配
踊
級
が
、
団

体
行
動を
曇
力
犯
罪
と
す
る
新
し
い
刑

事
立法
で立
ち
む
か
った
よ
う
に
.

こ
の場
合
も
、
敵
府
の
公
式
の
立
法

理
由は
「近
時
暴
力
犯
開
の
増
加
に
か

ん
がみ
」
で
あ
った
.
そ
し
て
そ
の
際

労
働
運
動
・腿
民
遵
動
に
は
、
こ
れ
を

適
用
せ
ず
」
と
琶
明
す
る
こ
と
も
忘
れ

な
か
った
.
し
か
し
、
そ
の
茜
の
根
も

かわ
かぬ
う
ち
に
3
彼
等
は
、
膜
民
運

勤
に
、
そ
し
て
労
働
連
勤
に
お
い
て
指

力
な
武
器
と
し
て
、
こ
れ
を
遷
用
し
て

現
在
に
い
た
って
い
る
.
い
わ
ゆ
る
公

安
事
件
(政
治
的
・労
働
・大
衆
運
動

に
関
連
す
る
刑
扇
厚
件
)
の
う
ち
同
法

を
湧
用さ
れ
た
も
の
が
か
な
り
の
比
牽

に
な
,て
い
る
.
現
在
も
な
お
同
法

は
、
安
保
体
制
下
治
安
立
法
体
系
の周

辺
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
政
府
は
さ
ら
に
そ
れ
を
、
塾
人

・強
化
し
ょ
う
と
す
る
。

改
正
点
の
第
一は
、
銃
砲
刀
剣
類
を

用
い
た
傷
害
を
、
一年
以
上
十
年
以
下

の懲
役
で
処
罰
し
、
来
逐
も
可
罰
的
と

し
た
点
で
あ
る
。
刑
法
に
は
す
で
に傷

害
罪
の
規
定
が
あ
り
、
一〇
年
以
下
の

懲
役
・.芳
五
干
円
以
下
の
罰
金
。
拘

留
・科
料
で
処
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て

いる
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
従
釆

一Q
年
以
下
一月
以
上
の
懲
役
・罰
金

・拘
留
・科
料
と
い
う
範
囲
内
で
、
貝

体
的
蟻
件
の
性
質
に
55
し
て
鰍
刑
を
し

て
いた
の
が
、
そ
の
自
由
が
い
ち
し
る

し
く
せ
ば
め
ら
れ
た
。

改
正
点
の
第
二
は
、
常
習
犯
規
定
に

一

新
た
に
傷
害
罪
を
加
え
、
傷
害
罪
の
場

合
は
一年
以
上
一〇
年
以
下
の
懲
役
、
, そ

の
他
の
暴
行
・脅
邉
。器
物損
壊
の

場
台
は
、
三
月
以
上
五
年
以下
の懲
役

と
い
う
ふ
う
に
、
刑
罰
を重
く
し
た
.

つ
ま
り
、
後
三
菅
に
つ
い
ては
、
現
行

伝
で
一二年
以下
の
懲役
・
二万
五
干
円

以
下
の罰
金
とす
る
の
が
、罰
金
が
な

そ
し
て
佃
圓、
こ
の
改
正
案
が
、
失

敗
し
た
破
防
法
の
拡
大
強
化
、
っ
ま
り

く
な
り
懲
役
刑
も
ナ
限
・下
限
と
も
に

政
墨
法
案
の
代
替
物
だ
と
い
う
点
に
お

温
く
な
っ
た
。
ま
た
幅
習協
審
(
この

罐
綴
娚
認
囲繭
雛
螺
罐
矧購
繕
鰯

役
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

本
的
人
糎
」
参
照
)
。
た
と
え
ば
労
働

実
質
的
な
改
正
点
は
、
以
ま
で
つき

運
勤
・大
衆
運
勤
の
活
動
家
は
・
常
習

る
が
、
か
な
り
多
く
の
閻
題
只を
含
ん

で
い
る
。

社
会
的
概
怠
で
、
そ
の
限
界
が
不
明
確

で
あ
り
、
行
為
者
の
性
格
・社
会
的
行

状
ま
で
を
含
む
概
怠
で
あ
る
。

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
法概
念
に転
用

し
、
裁
判
官
に
す
べ
て
を
ゆだ
ねる
と

ロ

い
う
の
は
、
近
代
立
法
の
原理
に
反
す

る
こ
と
で
あ
る
.
ナ
チ
ス
立法
が
、
常

習
犯
卵
人
法
に
お
い
て
、常
暫
性
醒
定

の
法
的
条
件
とし
て
、
「前
に
二回
以

上
有罪
判決
を
うけ
た者
が」
と
い
う

法
的
メ
ル
ク
マー
ル
で認
定
素
材
を
明

確
に
し
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
に
加
え
て

【行
為
の
全体
的
評
価
に
よ
り
危
険
な

常
闘
犯人
ζ認
め
ら
れ
る
と
き
は
3」

と
し
、
「行為
の
全
体
的
評
価
」
の
一

般
条
項
に
依
存
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ま

さ
に
それ
は
心
催
刑
法
で
あ
り
、
フ
ァ

シ
スト
立
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い

二十
一日
号
に
掲
載
い
た
し
ま

し
た
が
、
そ
の
後
決
定
者
が
あ

り
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
追
加
掲

載
い
た
し
ま
す
。

◇
・◇

◇

◇

}
運

学

部

▽
一二洋
電
機

大
川h勉
(物
埋
)

▽
放
射
線
原
チ
刀
研

小
杯
比
閉
(宇

宙
物
朔
)

▽
明
治
興
業

商
谷
好
一
(規
質
鉱
初

・院
)

▽
日
本
砲
気

藤
崎
∬
人

▽
岡
山
県
高
校
教
員

小
山
博
遡

▽
日
不
工
13
M

敦
賀
康
博

▽
三
戯
原
チ
力

藤
井
訟
(以
卜
地球
一 物

理
)

文

学

部

▽
鹿
児
髄
県
高
校

竹
罧
彪
(與
洋

史
)

▽
肘
y
久
美
浜
高
板

安
藤
又
雄
(中

文
)

▽
患
手
門
学
院

西
山脅
チ
(人
又
地

理
)

▽
岡
山
県
立
高校

奥
西健
次郎

▽
桐
芹
県
立
高校

中
島
良
三

▽
大
阪
府
V
寝屋
川
茜
校

嶋
朗
田起

子
(以
上
国文
)

▽劇
団民
芸

飯
田慣
之
(,飛又
)

経
済

学

部

▽
ユ
ソソ
・ス
タ
ン
ズ
ー
ド
右
掴
福

氷
勝
該

▽
日綿
夫累

大
久
保
淳

る
。
日
本
の
現
行
払
と
刑
罰
を
弘
大
強

化
す
る
改
正
案
は
、
ナ
チ
ス
立
法
を
も

上
ま
わ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
.
ま
し
て
や
、
刑
罰
を
加
璽す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
狛
罪
を
克
綴
し
う
ると

・い
う
看
え
方
は
、
鰻
も
41科
学
的
野
ば

ん
な
端
え
力
で
あ
る
。
刑罰
の
威
嚇
に

よ
り
杜
会
秩
序
を
絨持
し
よ
うと
い
う

の
は
、
中
世
の
刑
罰慰
想
であ
り
、フ

手
段

・
力
法
で
、
殺
人

・
暴
竹

・傷

皆

。
脅
辺

・
強
安

。
威
力
巣
務
妨
筈

・
建

.●

.量

ー
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造
物
損
壊
・器
物
損
竣
・公
務
郭
行
妨

箸
の
各
犯
罪
を
災
行
さ
せ
る
目
的
で
、

他
人
に
金
品
な
ど
を
従
供
し
た
り
す
る

成
長
は
「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
生

み
、
自
由
主
義
的
思
潮
は
強
ま
っ
た
。

そ
の申
で
、
労
働
者
階
級
の
階
級
意
識

も
成
長
し
た
。
そ
の
後
で
て
き
た
経
済

危
機11
不
況
は
、
階
級
対
又
を
ま
す
ま

す
激
化
せ
し
め
た
し
、
こ
の
対
M
を
乗

り
こさ
ぬ
こ
と
に
は
、
資
本
主
義
の
危

機
は
如
何
と
も
し
が
た
か
った
。
し
か

も
こ
の危
機
か
ら
紬
果
す
る
社
A萎

は
、不
可
赴
的
に
一般
的
犯
罪
を
増
大

せ
し
め
、
そ
れ
の
患
買
化
を
も
た
ら
す

も
の
であ
った
。

学園評論

大
管
法
闘
争
は
続
く

総
長
の
見
解
表
明
を
要
駅
す
る

:

一
・…

こ
こ
一L
の
な分
適
動
レ
、
少
な
く

と
も
尿
邦
の段
陀
に
お
い
て
は
、
大
学

瞥
囲
法
を核
と
し
て
魔
た
か
わ
れ
た.

昨
塾、」月
二十
h
日
の
池
田
発
雷
を

き
っ
か
けに
天き
く
顕
在
化
し
た
こ
の

問
題
に、
し
か
し
す
で
に
十
俺
余
の岡

政
附、
文
都
冒
に
と
っ
て
懸
案
と
な
っ

て
いた
の
で
あ
って
、
道
裾
教育
の復

沽
、勤
評
実
施
に
よ
っ
て
高
校
ま
で
の

教
肖政
策
の
反
動
化
を
な
しと
げ
元
権

力側
が
、
大
学
を
そ
の手
中
に収
め
る

こと
に
よ
って
金
教
育
過
程
の冒
理
面

から
の
統
制
を
冤
成
し
よ
う
とす
る
も

ので
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は、
大学
を

学
間
研究
の
働と
し
て
と
ら
え
る
と

き
、
単
に
教育
政
策
の
み
に
と
ど
ま
6

ず
、知
識人
階級
に
対
す
る
悪
想
攻
勢

と
し
て把
獲
さ
れ
ね
は
な
ら
な
い
。
過

去
いく
た
び
か、
権
力
の
盗
慧
の
ま
ま

に
ひき
ず
り
ま
わ
さ
れ
て
き
た
日
五
の

知
識
階
紘
に
と
って
、
こ
れ
は
ま
た
も

モ
の主
体
性
を
問
わ
れ
る
課
題
で
あ

る
。
反
対
煙
動
は
、
以
上
の
よ
う
な
本

質
の
把
握
と
嶺
露
の
中
で
進
行
し
な
け

れ
は
な
ら
な
か
った
の
で
あ
り
、
問
題

は
、
大
響
法
を
粉
砕
す
る
か
、屈
服
し

て
権
力
の
ほ
し
い
ま
ま
に
な
る
か
に
集

淘
さ
れ
る
。

昨
年
末
の
大
学
閉
鎖
提
起
、
「

二
月

に
お
け
る
教
被
試
験
ボ
イ
コ
ソ
ト
闘頓

は
少
大
学
人
、
学
生
に
、
こ
れ
を
個
々

の
問
題
と
し
て
間
う
も
の
で
あ
り
、政

府
、
文
部
省
が
明
確
に
対
兼
の
前
圓に

現
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
段
階
にお
い

て
、
主
体
的
に
こ
ち
ら
の側
で反
対
迦

動
の
姿
勢
、
意
識
を
かた
め
てお
く
点

で
大
き
な
意
義
を持
つも
の
で
あ
った

と
い
え
よ
う
。し
かし
、
学
生
迦
動
は

方
向
に
お
い
て
有効
性
を指
ち
な
が
ら

も
、
運
動
目体
を
全
国
に
流
通
さ
せ
る

組
織
的
な
保
障の
な
い
ま
ま
地
万
分
散

的
に
し
か行
なわ
れ
な
か
った
.
試
験

期
に入
っ
て、
政
府
、
文
部
省
が
、
法

案
の上
提
を
見
合
わ
し
、
し
か
も
そ
れ

と本
質
的
に
同
一の
も
の
で
あ
る
認
証

冒制
度に
す
り
変
え
、
国
大
協
か
ら
出

た運
営
協
を
巧
み
に
利
用
す
る
意
図
を

明
ら
か
にし
た
時
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
闘
箏

に
取組
ん
で
いた
京
大
を
除
い
て
は
な

ん
ら
な
写す
べも
な
く
対
処
し
え
な
か

った
扇
笑
は
、
こ
う
し
た
欠
陥
を
}面

で表
象
し
た
も
の
と
い
え
よ
つ。

国
大
協
は
運
動
の
進
行
と
と
も
に
召

千
の
笈化
を
小し
な
が
ら
も
、
班
本
轍

と
し
て
は
こ
の
問
題
を
、
国
立
大
学
の

管
理
運
宮
の
整
備
に
ワ
イ
小
化
し
て
い

た
。
運
冨
協
の
構
想
は
、
結
局
そ
う
レ

た
見
解
の
非
絹
効
性
ば
か
り
で
な
く、

認
記
冒
制
度
と
あ
い
ま
っ
て
、見
事
に

権
力
側
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
な
った

の
で
あ
る
。
し
か
も
国
大協
は
、さ
き

の
総
会
の
結
果
、
認
証
冨制
度
に
つい

て
は
黙
認
の
態
度
を決
め
た。
こ
の畢

実
は
、
国
大
協
に
お
い
て
、
い
かに
地

方
大
学
が
無
力
であ
る
か
、
いい
か
え

れ
ば
、
中央
大学
のボ
ス
的
存
圧
が
、

国
大
協
を
い
かに
牛
耳
って
い
る
か
を

明
確
に
し
た
と
いえ
る
。
今
後
国
大
協

は
彼
寿
が
現
に
訂
議
し
に認
副冨
の制

度
に
ょ
っ
て
、
そ
の
性
格
をま
す
ま
す

強
め
て
い
こ
つ
。

平
沢総
長は
、
当初
認
批冒
制
皮
に

つ
い
て
、学
生
に
対
し
て反
対
の
慧
思

を
表明
し
た
にも
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

後
な
ん
ら
の態
度
表
明
を
し
て
い
な

い
。総
畏
も
国
大
協
の
万針
に
従
って

黙
認
ざれ
る
の
か
、
あ
る
い
は
距
否
さ

れ
る
の
か
。
こ
の
制
皮
は
、
現
実
に
四

月
か
ら
問
題
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

の点
に
つい
て
、
総
長
に
明
催
な
見
解

表
塊
を
要
氷
す
る
。

・

三

認
証
冨
制
度
、
遵
宮
協
、
さ
ら
に
、

ゴ
十
七
日
に
出
さ
れ
た
ボ
イ
コ
ソ
ト
聞

争
の
処
分
問
題
な
ど
、
大
管
法
闘
争
は

四
月
以
降
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
当

面
、
認
証
冒
に
つ
い
て
は
各
大
学
ご
と

に
学
長
に
拒
否
を
働
き
か
け
ね
ば
な
ら

な
いし
、
京
大
に
お
い
て
は
、
塩
見
、

筒
瀬
両
君
の
不
当
処
分
撤
回
を
要
求
し

て
い
か
ね
は
な
ら
な
い
。

現
丘
、
日
韓
会
談
、
I
L
O
条
約
な

ど
亟
袈
な
課
題
が
多
い
.
そ
し
て
、憲

法
改
足
に
つ
い
て
は
、
十
一月
に
憲法

調
査
会
で
結
論
が
出
さ
れ
る
と
い
う
。

権
力
の
慧
図
す
る
改
憲
は
、
それ
目体

反
勤
化
の
集
約
点
と
し
て
われ
わ
れ
は

対
將
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
それ

を
基
底
に
す
え
つ
つ
そ
れ
に
いた
る
過

程
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
課題
を
チ
エ

ソ
ク
し
て
い
か
ね
は
な
ら
な
い
。本
質

的
に
は
、
大
管
法
も
、
日
鱒会
史醜も
、

丁
L
Q
条
約
も
、す
べ
て
"改
憲
4
に

包
括
さ
れる
も
の
であ
る。
むろ
ん
闘

争
と
し
て
直
線
的
に結
び
つく
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
れを
意識
の
中
で
鳥
カ

ソ
図
と
し
て把
握
す
る
こ
と
は
、
常
に

必
要
であ
ろ
う。

あ
った
治
安
警察
法
第
一七
条
の削
除

が
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の削
除
に
よ

り
彼
等
は
、
労働
.看
の団
結
のた
め
の

「煽
動
・誘
感
」
・
スト
ラ
イ
キ
のた

め
の
「煽
動
・誘
惑」
す
る者
を犯
罪

人
と
し
て
逮
捕
し
、処
罰
す
る
こと
が

で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、労
働
者

・小
作
人
を
抽
象
化
し
、
そ
の
行動
を

権
力
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ

の
暴
力
行
為
処
罰
法
で
あ
っ
た
。
共同

し
て
暴
行
・脅
迦
な
ど
し
た
場
合
をと

く
に
重
く
罰
し
、
そ
の
オ
ル
グと
し
て

活
動
す
る
も
の
を
常
闇
犯と
し
てと
ら

政
暴
法
案

の
代
替
物

中
世
的
刑
罰
思
想
は
ら
む

多

く
の
問

題
「点

問
題点
の第
一は
、
刑
罰
の
下
限
が

一年
以上
と
な
った
と
い
う
こ
と
(と

く
に傷
嵜
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
剛つ

は
、
裁
判
官
の
こ
れ
ま
で
の
巌
刑
に
対

し
てわ
く
を
は
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

貝
体
的
に
は
裁
判
冨
の
量
刑
が
軽
す
ぎ

る
、
鰍
罰
を
も
って
の
ぞ
も
べ
き
だ
と

い
う
法
務
省
(政
府
)
・検
察
当
局
の

主
張
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
一つ

に
は
、
一耳
以
上
の
懲
役
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
権
利
保
釈
が
い
ち
じ
る
し

く
制
眼
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま

た
法
務
省
・検
察
当
局
の
裁
判
所
に
対

す
る
保
釈
制
限
の
動
向
のあ
ら
わ
れ
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
行
法
でも
、
被

告
人
が
彼
嵜
書
・
証
人
な
ど
に
お礼
参

り
な
ど
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
時
な
ど
に

は
、
保
釈
し
な
く
ても
よ
い
こと
にな

っ
て
お
り
、
現行
法
の運
用
に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
暴
力団
のお
礼
参
り
等
は
防

止
す
る
可
能
性が
薮
判
所
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。
し
かる
に防
止
法
は
そ
れ
以

外
の
黒
に
お
いて
、
権
利
保
釈
の
可
能

性
を
う
ば
おう
と
す
る
ので
あ
る
。

問
題点
の第
二
は
、
常
習
犯
規
定
で

あ
る。
上
述
のよ
う
に
、
こ
こ
で
常
習

犯
と
い
う
の
は
傷
嵜
罪
・暴
行
罪
な
ど

の
常
習
性
を
問
題
にし
てお
ら
ず
、
包

括
的
な
暴
力
行
為
の常
習性
を
閲
題
に

し
て
い
る。
し
かし
、最
も
箪
大
な
問

題
は
、常
習
性
"
性
辟
の
総
定
は
そ
の

認
定
素
材
に
お
い
ても
評
価
基
準
に
お

い
ても
全
く
裁
判
官
の
目
由
に
委
ね
ら

れ
、
いわ
は
自
紙
委
任
状
だ
と
い
う
こ

急

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
規
は
一般

に
「
一股
条
項
」
と
よ
ぱ
れ
、
犯
罪
構

成
要
件
が
明
碓
で
一義
的
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
近
代
市
民
法
原
則
あ
る

い
は
憲
法
原
則
の
要
謂
に
い
ち
じ
る
し

く
矛
唐
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
る
程
、

常
習
犯
人
と
い
う
概
念
は
犯
罪
学
上
存

丑
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
鰍穂
の

ア
ソス
ト
の
そ
れ
で
あ
った
.

犯
鼎
-
社
会
秩
序
と
の
矛
盾
は
、
そ

の
原
閃
を
除
去
す
る
こ
と
が
、
な
に
よ

り
も
先
決
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
が
唯
一

の
可
能
な
方
法
で
あ
る
。
刑
罰
は
、
そ

の
補
助
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
犯

罪
学
的
常
謙
で
あ
る
.
政
府
は
こ
の
甥

醗
を
急
れ
、
鋭
い
刑
罰
をも
っ
て
の
み

こ
と
に
当
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

根
本
的
な
問
題
が
あ
り
、
そ
の
意昧
で

は
ζ
の
改
正
案
は
政
策
の
欠
敗
と
貧
困

の
表
現
で
し
か
な
い
。

政
策
の
失
敗
と
貧
困

臨
ん
だ
が
、
安
保
体
制
下
、
日
本
の葦

亭
化
と
籔
法
改
∬
を
戯図
し
、
目
由化

と
不
況
を
前
に
し
た
現
仁
の
又配
.百達

は
、
政
暴
蔽
案
に
久
敗し
て
、
こ
のな

律
の
払
大
、
強
化
をも
っ
て臨
も
うと

し
て
い
る
。
(京
大
法
零部
教授
・刑

法
)ー
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転
瞳
燈
儂
り

信州 大

教
養
部統
ムロへの
勤
き
が
よ

う
やく
盾
発
に
な
って
来

た
。
昭和
二十
四
年
の
悟
州

大
学
謎置
以
来
「タ
コ
足
大

学
」
の
汚
名を
着
せ
ら
れ
て
脅
日
に
至

っ
て
い
る
が
、今
椰の
禦
鄙
が
「つ
の

地
に
集
ま
る
こと
は現
実
に
は
不
可
能

に
近
い
。
一部の
学
部
、
教
百
の
反
対

の
た
め
統合
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う

で
あ
ろ
'つ
。ま
た
統
合
さ
れ
た
場
台
に

は文
理学
部
の
学
科
編
成
、
カ
リ
干
}

ラ
ム
の閥
題
等
多
少
の
混
乱
は
あ
ろ
う

が
、
関係
首
譜氏
が
統
合
への
大
道
を

一猛
進
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
祈
る
。
(儲

「州
大
学
医
学
部
新
聞
三
月
十
日
弓
)

犯
と
認
定
さ
れ
る
のは
、
け
.し
て困

難
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
っ
ての
日
本

の
又
配
者
達
は大
正末
期
の
大
衆
運
勤

の
高
揚
と
立
配秩
序
勤揺
に
、
暴
力
行

為
処
罰
法
の
立
法化

(そ
れ
は
や
が
て
一

東京農大

「蛍
の
光
、
窓
の
製
」
:学

校
生
活
四
回
目
の
こ
の
メ
ロ

デ
ー
イ
が
、
今
日
二
+
日
世

田
谷
の
丘
に
こ
だま
す
る
。

農
大
鑑
盾
四
星
細
、
新
農
学
修
士
十
二

治
安
維
持
法
へと
進
ん
だ
)
を
も
って
名
農
学
士
八
四
儒
名
(内
女
子
十
三

三 重 大 「

ll暫ll川川1川ll帽Ill旧

名
)
が晴
れ
て笑
杜
会
に
と
架
立
っ

て
い
く
。
卒
策
式
は
午
後
二
晦
よ

り
、世
田谷
区
民
会
館
ホ
ー
ル
で
文

部
、
農林
闘
大
臣
を
姑
め
多
数
の
来

蜜
、学
囚関
係
石
田
席
の
も
と
に
挙
行

され
、
午
後
四
時
半
よ
り
掌
内
で
卒
業

祝
賀
会
が
豹
な
わ
れ
る
予
冠
で
あ
る
。

(栞
泉農
爽
大
学
耕
聞
三
月
二
十
日

月
)

一月
二
十
七
口
有
削
十
時
よ

り
、
ム
字
耕
聞
会
空
に
お
い

て
、
三
重
娯
下
の
大
学
新
闇

編
集
者
が
集
ま
っ
て
交
換
会

か行
な
わ
れ
た
.
参
加
し
た
の
は
、
津

市
V
三璽
短
期
大
学
文
芸
部
の
キ
ャ
プ

シ
ン
と
、
昨
年
響
開
校
し
た
疑
学
館大

[学
の
新
聞
嘉

餐

と
外
二
名
、
歪

新
聞

会
か
ら
七
名
の
編
集
者
、
計
十
二

名
の
編
集
省
で
あ
っ
た
.
(・.一鷺
大
学

新
聞
二
月
十
一日
月
)

薯
/鼠

 

【間
】
今
響
京都
大
学
を
受
験
し
、
残

愈
な
が
ら
合
格
でき
な
か
った
の
で
す

が
、
小
生
現役
でも
あ
り
ま
ず
し
も
う

」
年予
備
校
に通
い
釆
春
の
入
試
を
期

し
た
いと
思
いま
す
。
つい
て
は
、
小

生
の
学習
内
奮
の
弱
点
を
知
る
た
め
に

に
も
、今
圃
の
人
猷
の
成
績
が
分
る
と

好
都合
な
ので
す
が
、
大
学
で
は
成
績

内
窃を
知
ら
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う

か
.通
知
し
て
く
れ
る
も
の
と
す
れ
は

そ
の手
続
き
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
も
の

で
し
ょう
か
。
(菓
京
・小
津
)

一答
】京
都
大
学
で
は
、
不
合
格
に
な

。
た愛
塗

に
も
、
希
望
が
あ
れ
は
、

入
試成
績
を
通
知
し
て
く
れ
ま
す
。
た

だ
し
、本
人
の
出
身
高
校
か
ら
の
依
頼

購に
よ
って
高
校
を
通
し
て
本
人
に
通
知

す
.⇔
ノス
テ
ム
に
な
って
い
ま
す
か
ら

徴
君
も
出
身
校
に
そ
の
旨
催
魍
さ
れ
れ

ば
出
身
検で
一拮
し
て
取
り
は
か
ら
っ

てく
れ
る
と
思
い
ま
す
。
成
績
は
合
計

児と
科
目
別
黒が
認
入
さ
れ
て
あ
り
ま

す
。
な
お
整
狸
の
那
合
上
、
大
学
で
通

知を
始
め
る
の
は
七
月
頃
か
ら
に
な
り

ま
す
。
各
学
部
の
A口梢
最
高
・最
低
ぬ

など
を
知
り
た
い
場
ムロは
、
ム
∬
三
月

十
八
日
月
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
か
ら

御
覧
下
さ
い
。

【問
】
今
寮
原
都
大
学
に
合
桶し
、
四

月
か
ら
そ
ち
ら
で
下
宿
ま
た
は
寮
に入

り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
です
が
、
そ

の
現
状
は
如
何
な
も
の
で
し
よ
う
か。

(北
海
遵
・林
)

【答
】
夙
都は
与
生
人
口
の比
率
が
飼

く
、
従
っ
て
下
宿
難
は
相当
ひど
い
よ

う
で
す
。
大
学
嘩
生
課
では
、
新
入
生

の
下
宿
を
礫
保す
るた
め
、
一般
在
学

生
への
紹介
を
スト
ソプ
し
て、
新
入

生
へ
の
紹介
に
王力
を
置
く
体
勢
を
整

え
、
三
月
†九
日
現
在
三百
五
十
件
を

保
伺
し
て
いま
す
が
、
大
学
廻く
は
ご

く
少
く
、市
の周
辺
部
が
多
く
な
って

い
ます
。
先
雛
に
依
頼
し
て
み
る
の
も

一つ
の
万法
で
す
。
寮
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
の力
は
さ
ら
に
狭
き
門
に
な
っ

て
いま
す
。
寮
に
閨
し
て
は
一面
に
関

連
紀景
があ
り
ま
す
か
ら
参
照
し
て
下

彰

畦

ア
ニ
ソ
ビ
ッ
チ

難
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皿彊
駅
ズ
タ
U
リ
ン
治
下
の
シ
ペリ
ヤ
の
弧

制
収
容
所で
皿
犀の
歳
月
を
過
ごし
光
一囚
人
の
凄
惨
な
一日
を克
明
に
描
い

淀
無名
の薪
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【3) 鍮日44豊 (鶏3種郵蹄D 富 鄭 づヒ 劇β 量斜〒 闇 昭癒38隼 伽63年)3月258(漏 耀8)

囲 本年の数学科の問題は端的にいつて周題を作
り過きている。そしてそれを揃えすぎていると
いつてよかろう。従つて受験生にとつては解決

の系口が見つけ難く、副算もかなり複雑で、どの問題も結蹟ま
で到達し得なかつた、時間も全然足らなかつたという結景にな
つたのではなかろうか。採嶽を中間まで相当多く配点しても、
昨年岡様非常に悪い成績になつたはずである.
京大の数学の問題は近年まで比較的穏当なものとい

われていたのに、ここ一、二年龍から急にひねつた問
題を出すようになつたのはなぜだろ.こ のようでは
数学が出来るか出来ないか判別出釆ないのみか、妙な
中聞配点により却つて数学め出釆ない署に多く点がつ
く彪険性がある。
本年は特に指導要領逸脱の問題がある訳ではないが

総して高度のしかも計算も可成り技巧的であり、時岡
かかる閥題を集めすぎているのではなかろうか.
1(口)、4、A6、B承B6)ま た設問も間題を累鳴に
与えないで、題意の解釈力を見ようとし過ぎたのでは
なかろうか。(②④)これが受験生を占しめた隊鷹にな
つたと思われる.狩に④にっいては題憲の裟現を(例
えば各辺をm`勤に分っ点をそれぞれD。E'。Fと する

谷

口

健

等騰 乞磁 籍 翻 霞 縦 と知 の人が出来たは 二

ような原文ではない.しかし本 △
閻を唯解けとしないで、刀蹴 丁7年
正問題として出題した意図は分 度'　るし

、受験生もほとんど全部手
をつけたであろう。
④D、E、Fが 各辺を例えばmmに 分つ点だということがわ
かつたとしても(イ)と(口)とは全く異質な二つの問題で、こ

れは無理に合わせて一題の中に入れたものである。

ヒ
ネ
リ
過

ぎ
の
感

①(ロ)は計算が複雑.上 手にまとめながる、あるいは
結果を予想しながら進めないと時間がかかる。多くの受験生
はこれで時間をとり過ぎ、しかも結貼に到達し得ないで②に
進み②の不能ですつかり混乱したのではなかろうか。

②これは作図題の吟味である.高佼数学では作図題の吟麻は余
り深追いしないことになうている♂この問題は殆んど出来な
かつたのであろうが、これを本来の作図題として出魑すれば
相当数の解答者があり、入試筒題としてはむしろ適当なので
はなかろうか。即ち 「麿辺と、列接円の斗径と、匹接円の半
径とを与えて三角形を作れ」とするのである。

③出題壱はどのような解を予想していたであろうか●恐らく正
解法も一二に止まらぬとしていたと思うが、本属の正解は第
一行目からほとんど全文を宿き換えるべきで、加箪訂正する

髄1■・潮m邸巳ll醐OI,・開1醐伽嚇OI腿895嚇監1闘じ・5川腿1馴■ll88815鵬 睡lOl鱒恥9瞬川lI■川,59`

(イ)も(口)も従釆各大学でよく出題されている。
(イ)29年電気通信大)解法も(イ)は座標でやるのが 三
普通である。(ユークリツドのではない)(口)はユー ≡
クリッドで解くものでこれを二題に分けて出題すれ:
は、一方は座標で、他方は面積比で取り合わせから ≡
も時間的にも丁度よかつたのではなかろうか。;

(A5)一 番無難な問題であろう。 ≡
(A.)も 悪い問題ではないが、他の聞題との時間の闘;
係で、不篭の証明が出来なかつた者が多かつたので=
はなかろうか。 一

(鷺 ㌘ 針は決勲 ている醐 算並び}こ吟味搬 雑で 二

(B6)普 逓にやると訓算が複雑。上手に洋ムするには 蕊
高度の技術を必要とする聞題である。

(B)は(A)に 比し格段に難しく、昨年もそうであつた;
ように京大ではB(数 ∬まで)で受験することは、明ら 曽

かに不利である。
以上の解説は間題を易しくして忍学の出来ない召までいい点 二

が取れるようにせよというのではない。例えば4(口)のように ≡
壬であることは維にも始めから分つているから、誹明は出釆な 一
い轡 と轡いておいたという弦に相当な点をつけ(4年 嫡多分 ≡
そっしたと思われる)瓢明が鼠来ないから、この閲題は比来な .
いとしてナを醤いておかなかうた或はヰ途迄して浩しておいた ≡
というようなむしろ数学の丘釆る力の壱の京数が悪くなるよう'
なことが本年のような問題では罰に癌配されるというのである ≡
×、O式 の弊は遮け度いものである。(京菰府数学職宵会長、府:
立鴨汗高校教諭)・

σ (上
)

動。噛

閥題の形式、
内容の程度とも
に例年にくらべ
てあまり変つた

ところはなく、全般的にみてまず無難な出題
といえよう。ここ数年閥の間題は以前にくら
べ一、二の計算間題を除けば、一般
に閻題がやさしくなつた感じがする
が、本年度は特にその感じが強い。
数年前までにみられた特色のある問
題や、骨のある間題が姿を消し、一
般に平凡な感じの問題が多い。入試
のために高校の化学教育を乱さない
といち配慮の現われともみられない
ことはないが、ある憲味では出麩が
マンネリ化し、新鮮味がなくなり、
逆に次に指摘するような欠陥も現わ
れている。
問題が平凡であるということは勢

い思考力や瑠解力をみるというより
も、おぼえているかどうかだげを試
めすような問題が多くなり勝ちで、
工の(AXB)、 皿の(A)な どそう
いう傾向が強い。独に工の(B)、皿
の(A)の(1)一(4)な ど子葉末節に
走りすぎた問題で最ユ且にない不逼切

松

岡

忠

次

な間題である。また1の(B)の 反応式を究成
させる問題はここ数年きまつて匡題されてい
る型であるが、少し趣向を変えたらと思う。
予想屋を冨ぱすだけである。なおそのヰの

(3)は何をみようとしているのか理解に溢し

;翻灘 繍囲.
(b)を誤れば(の 以下は答えられなくなるの ≡
で、この種の問題は出題の形式鮮一考を要す:
る。IV(A)の 計算問題は本年度の問題中最

も適切な問題と思うが、欲をいえぱ

～マ ジ

く

ン
ネ
リ
化

の
唐
ざ

し

解答させる項目が少し多すぎること ≡
と、計算だけは選択群の中から選ば 三
せないで答えさせる間題もあつてよ ・
いように思う。 ≡
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台
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目
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の

各
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の
状
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で
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平
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ケ
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も
大
し
た
変
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な
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よ
う
に
思
え
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。
大
阪
で
は
北
野
、
天
王
寺
、
大
手

前
な
ど
各
校
が
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均
し
て
増
え
て
お

り
、
全
国
の
増
加
分
を
一手
に
ひ
き
う

け
た
と
い
った
感
が
あ
る
.

地
方
では
、
愛
知
,九
十
囎人
(八
人

増
)
と
地
区
別
で
は
四
位
に
は
い
る
白

格
者
数
を
出
し
た
の
と
、
穂
島
三
十
一

人
(二人
増
)
、
香
川
五
十
二
人
(十

人
増
)
、
愛
媛
四
十
六
人
(十
五
人

増
)
と
い
っ牝
四
国
勢
の
進
出
が
目
立
　

藻
趨
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遡

験
る
ま

受
ま
は

る
誤
皿

す
を

、

対
質
1

に
本

。

向
の
い

傾
そ
な

う

、
ね

い
は
か

う
て
り

こ
っ
な

か

が
な
も

強
と
と

勉
策
果

湘

の
痴
紀

ならない勘定になる。引算問題にも
つと時問を要するとすれは、一股の
間題は置観的に謹けるくらいに勲練.
しておかねばならない。こうなると
化学は勢い暗記の科目になり、化学

たこれを助長するような置題でもあるからな
お更その感を強くする。釆年度はこのような
マン不りを打破して、ほんとうの実力を試せ
る新鮮味のある問題を概待したい。(鴨箭高
校教諭)

七
十
九
人
(十
五
人
減
)
の
各
県
が
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並
み
に
減
少
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九
州
勢
も
や
や
減少
。

結
齢
的
に
い
っ
て
地
城
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の
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は
、

大
阪
勢
の
鷲
異
的
な
進出
と
い
う
こ
と

に
つ
き
る
よ
う
だ
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次
に
学
校
別
に
み
る
と
、
京大
台
格者

上
位
二
十
校
は
別
表
の
通り
であ
る
が

こ
の
表
で
目
に
つ
く
こ
と
は
地
域別

の
場
合
と
同
棟
、
北野
、天
壬
寺
、大

手
前
と
い
っ
た
大
阪勢
が上
位
を
占
め

京
都
勢
で
は
洛
星
、
洛北
、紫
野
が
そ

れ
ぞ
れ
三
位
、
五位
、
六位
には
い
っ

て
な
ん
と
か
間
目を
保
った
.昨
年
一

位
だ
っ
た
兵
庫
の灘
に今
年
は
三十
八

人
と
十
七
人
減少
し
て九
位
に
漕
ち
、

兵
醸
勢
で
は
神
戸
が昨
年
より
九
人
増

え
て
七
位
に
は
い
った
.
二十
校
の
う

ち
十
五
校
ま
で
を
京
都
、大
阪
、兵
置

の
各
校
で
占
め
て
い
るが
、
そ
れ
以外

の
学
校
で
は
、
愛
知
の旭
丘
、
滋賀
の

例年の定評通り、本年の問題も非常に累直な
轟 卍 正統的な商題である.高校英齢教育の突状をよ

く理解しての出題と当局に敬意を衰したい●高
校3力 年聞の正常な学習を積み重ねた者であれば5、6劉 は獲
得できる閥題である.昨年度前任校で受暫生約80名の英酷の成
蟹は平均110点であつたこと起憶している。
昨年度と相違している点は、昨年展部分訳50点、全訳30点に

対し、本年度は全訳二間60点、部分訳30点と英文和吹の配点が
計10点増しているがも発音閥題が昨年度より
10点減の20点となつていることで、他の空所

合 格 者 上 位

.① 北 野(大 阪)

刺1・1・・IIm・一 川llIl`川1・ 州"1・ … ・"rll・川川…lll"・ … 川・1川1・ … 蜘 踵111≡ ② 天 ヨ ニ 寺(大 阪)

樵 羅錨競膿購糠 欝 議
題 で あ る.質 閥 の 意図 を し つか り とら え な い と思 わ ぬ 失敗 をす:⑦ 神 戸(兵 嵐)

る 恐 れが あ る.例 えは 、 一 行 の㎝eself・0αtcOmeに は何 れ もdi㏄ 三 ⑦膳 所(滋 賀)

羅 灘 鞭 藩懸ll灘嚢難
統 鯛3。瓢 期,6。点關 じである.伊、年 素 直 で 正 統 的 示されているので考娚 い。嬬 を筋 掘
の傾向が始んど一定しているのが京大の特敬

黛 編 訳の閥1Aは と,つ蜴 欄 で 緒 方
あるが、充分通読して大憲を正確につがみ、
さらに文法的分析により一層綿密に験討しなけれは不用潔な
矢敗をしかねない。これは何れの英文にも対処する態度であり
たいd寸帯状況を示すLOOKIN(}接 続胴、BUTは は何れ
の語を績ぴ付けているか、UNTILは 「フいに一」と読み下す
a罵㎜Φe～fig駝4が主格擶籍である等注意すべき点であろう。
(B)で は構文を十分に据握しないと全体がしつかりつかめな

い.thlnkofit認 ～「それ(称号)を・…と考える」にっいでもh前i
露「即ち」として蘭㎞8ed～と言い換えているところ、最後の行
の吐のつづき方、not～●鞠星y一が部分否定である簿が庄憲すべ
き点である。和訳問題辱1最も差ができる問題であろう.

進

が90～とth8tが少し離れでいても文意の続き貝合でわかる筈で ≡～

空所補充間題二間は何れも入れるべき語が 三⑫姫 路 西(兵置)36(30)

。⑫高 松(番 川)36(22)し
・文法的幸察を加えて考えねはならないfe=⑯ 鴨 折(京 都)35(32)

1鑑離 探黙 器 欝 羅 箋1難≡難器
る。蝕o～t1蹟の構文も見慣れたものであろう 三⑲岡山朝目(岡山)24(25)

計
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022
319
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122

015

414
019

111

510
08

京

都

勢

伸

び

な

や

む

大

阪

・
兵

庫

が

大

量

進

出

平
均
約
四
管
の
競
憲
を
き
り
ぬ
け
て
、今
無
賦
大
に
合
格
し
た
人
η
に
つ
い
て
、
学
校
別
、
地
力
別
に
み
た
狩

色
と
い
った
も
の
を
鋼
査
し
て
み
た
。

鵬
所
、
岡
山
の
岡
山
朗
日
が
d
笈
わ
ら

ず
は
い
って
い
る
は
か
、
書
川
の
高
松

三
十
六
人
(十
四
人
増
)
、
徳
島
の
城

雨
二
十
七
人
(十
五
人
増
)
と
㎜挙
に

上
位
二
十
校
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
。

こ
の
他
の
学
校
で
は
、
岡
山
操
山

(岡
国)
、
藤
島
(福
井
)
、
桃
山
、

辱

齢

あるwhyで続まる疑閥文で主誌i七にboがつづいているので助調 ≡
動が先行するくらいは極めて基礎的文法でわかることである、 ≡fu城eの意味がわからないものが多か マたのではなかろうか。;
yの英訳は平易な、日本縦 どの程度英語で表わせるかを試=

めすもので・殊に2の 最後の文には嵩心がいつたであろう。
まず正しい綴字で、文法的に正しい文であることが根本であ
る.

(京都府立颯川冨校教諭)

▽
ナ
カ
ニ
シヤ
書店
△①
藤
田
信
勝
晋

「学
省
の
森-
上
」
(笹
日
新
聞
社
)

②岡
潔
著
「春
宵
十
話
』
(毎
日
新
閾

社
)③
大
囚兵
衛
他
編
「日
本
経
済
図

説
」
(岩
波
新
欝
)
④
ソ
ル
ジ
ュニ
ー

ッ
ィン
著
、
江
川
卓
訳
「イ
ワ
ン
・ダ

ニソ
ビ
ソチ
の
一日
」
(
毎
日
新
閲

社
)
⑤
滝
川
幸
辰
著
「激
流
」
(河
出

轡
羅

)

▽
生
協
書
鱒
部
△
①
「激
流
」
②
向
坂

逸
郎
獅
「資
不
論
読
本
」
(河
出
書房

新
社
)
③
宇
佐
美
誠
次
郎
他
編
「マ
ル

ク
ス
経
済
学
舗
距
⊥
、
皿
」
(有
斐

閣
)
④
R
・」
・C
。ハ
リ
ス
皆
、
三輸

卓
繭訳

「ガ
ン
の
知
識
」
(岩
殴
新

欝
)
⑤
甫木
茂
著
「月
給
」
(中
公
新

欝
) 朱雀

(環都
)
、住
志
(大
阪
)
、
小

倉
Ω憎岡
)
、岐
阜
(岐
阜
)
彦
根
粛

(滋賀
)
が
二十
人
台
で
ひし
め
い
て

い
る.

醐 京大名撒 授 魏 寝 袈 簸 姿

魯 包

① 随一の教授陣・10年の歴史

② 理想独自の教材・笹年改訂増補
③ 各高校集団申込の公開模試

④ 委託寮完粥120名収答可能

京都の住宅事情により下宿
入寮老は至急申込を宴す

昼間総合受験科

夜間総合受験科

英 数 日土 講習

文理別・充実した時聞割

全科目授莱 学費低廉

基礎学力楠充毎週テスト

前期4月12日 一8月17日(夏 季講習齢 む)
(夜間は8月3日 まで、後期は9月 より)

畳夜文理各科とも定員まで申込受付

定期学割あり・下宿あつせん

案 内 欝30円 送

一
欄

京都εiゴ蔵 ミ区岡崎縫り戎田丁5凋監77-4532

爪阪三朱徒歩8分 京阪四条からは①

又は⑳束行 市蹴岡崎公園前下醇すぐ

▼

ワ

自

::
ぜ

高 総 新
学
期
開
講

毎
週
試
験
で
鍛
え
て

大
阪
市

天
王
寺
区
北
河
堀
町
三

国
鉄
天
王
寺
駅
北
口
東
二
〇
〇
M
北

T
E
L
大
阪

(177
)
三
〇

合

受

験

三

学

級 科

(昼
)

(夜
)

文
理
科
別
組
編
成

数
学
・
英
語
週
二
回

要

項

〒

共

五

○

o側 八 円
七

秀 四
つ
け
る
!

月

十

四

日
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定
評
の
あ
る
大
学
進
学
指
導

,
O

,

n
鋼

開

講
"
四
月
十
日

願
書
受
付
ー
自
三
月
七
日

李
四
月
七
日

入
試
実
施
11
三
月
二
十
二
日
・
二
十
八
日

四
月
二
日
・七
日

鉾
鍮
癖
難
龍
瀦
籔
難
誰

組
あ
p
叉
上
板
橋
校
舎
も
受
付
順
入
学
許
可

詳
細
は
規
則
書
参
照

切
手
二
十
円
同
封
の
こ
と

城 北 予 備 校(市 ヶ谷校會)
ホ 　 ぽ の ケ 　 を 　 め 　 　

城 北 高 等 補 習 学 校(上 板橋校舎)
板 橘 区 嵐 新 町2の28

一
年
制
の
ク
ラ
ス

◇

大

字
受

験

総

合

科

悲
望
校
別
畿

喫
大
組
入
試
3
月
25
、
30
日

4
月
6、
12
日

他
の
国
・私
立
銀
系
組
は
面
接
猷
験
で許
可受

験

界

に

六
十
年
の
伝
統

送入学

案呈内

　喘
6

醐●

新

学

期
゜

四
月
十
五
日
開
講

学
期
制
の
ク
ラ
ス

◇

大
学

受

験

単

科

朱

鑑

学
料
の
短
期
震

数
学
・英
語
・独
語
・国
語
。物
埋
・化
掌
・生
物
・柱
会

◇

高
校

基

不
科

高
校
在
校
生
の
掌
年
別
補
習ク
ラ
ス

研

数

学

館

躍

京
都

千

代

田

区

西

神

田
一ノ
三

国
電
水
直
橋
下
庫
・都
電
三
崎
町
停
留
所
蘭

電
(≧
)
〇
八
二
三
・〇
八
六
七
・八
六
七
〇

親身の指導・最高の合格率

▼

開 講4月20日

レテスト演習科

英・数・国

レ土 ・日曜ゼ ミ

〉独 ・仏語ゼ ミ

〉デ ツサ ン 科
8F後部 ・夜闇郁

新 学 期(受 付中)

レ大 学受験 科
午前郁・午後部

レ高 校 ク ラス

畜3・高2・高1

〉夜周特設単科

莫・数。国・物・化

〉特 園 購 座

〉理 科 嵐 科
'

〉基 礎 講 座
英・散・国・物。化

案

内

書

無
料
送
量

東京都渋谷区代々木1-27

代 々 木 ゼ ミ ナ ー ル

TEし(369)8856。(371)6291～2

甲 込 受 付 甲一
輪噺 隔輸8獅 沸r鈴 隔ゆ'h● ●

◎鶏 大 学 予 備 校(開 講4別5日)

O東 大一橋科O一 般大学科O外 語大科

O早 口大科O女 子大科O理 工系大科

(午前部・午後部・夜聞部)
醐榊 尉..鈴・殉齢幽嘲 　 .°・晦副幽,・・,

◎大 学 受 験 選 択 科(開 講4月6日)

英・数・国・理科・社会・英書取

英跳文訂正科・英数国テスト科(等々)
1●●●●9・旬馬脚凶4●鞠吻9

◎一 般 語 学 部(開 講4月6日)

英 ・独 ・仏・伊・露 ・スペイン・中国。ポルト

ガル・英ガイド科等(初歩より大学程度まで)

※辮 甑 戦 内参照・一・蒲 磐 者は郵券

東京都新宿区諏訪町二 四三番地
電(371)7669

高 田 外 国 語 学 校
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