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目
が
覚
め
た
ら
突
然
、
強
烈
な
虫
歯
に
襲
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
痛
い
痛
い
、
も
う
泣
き
そ
う
。
こ
め
か
み

の
辺
り
が
シ
ン
シ
ン
響
い
て
、
視
界
に
入
る
全
て
が

私
に
敵
対
し
て
い
る
か
の
様
に
思
え
て
く
る
。
レ
イ

ア
ウ
ト
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
集
中
力
が
半
減

圃睡 秘.

し
ま
っ
た
。
近
く
に
住
ん
で
い
る
編
集
員
に
正
露
丸

を
持
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
早
速
歯
に
つ
め
た
。
効
果

は
抜
群
。
あ
っと
言
う
間
に
痛
み
が
ひ
い
た
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
は
な
る
へ
く
ご
飯
を
食
へ
な
い
よ
う

に
し
け
れ
ば
い
け
な
い
。

(茸
)

繋國
増
え
続
け
る
車
輌

見
え
な

今
年
三
月
十
七
日
ま
で
に
、

京
大
西
部
構
内
に
放
置
さ
れ
て

い
た
自
転
車
約
八
百
台
、
自
動

車
約
五
十
台
、
バ
イ
ク
約
五
十

台
が
学
生
部
に
よ
っ
て
撤
去
さ

、馬

解
決
策

れ
た
。
か
か
っ
た
費
用
は
て
十

万
円
あ
ま
り
。西
部
構
内
て
は
、

増
え
続
け
る
放
置
自
転
車
や
自

動
申
が
、
趙
行
者
や
課
外
盾
動

の
邪
魔
に
な
る
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
て
い
た
。

学
生
部
は
一月
二
十
五
日
か

ら
二
月
二
十
八
日
に
か
け
て
撤

去
の
予
告
を
行
い
、
「持
ち
主

不
明
」
の
自
転
車
等
を
判
別
。

昨
年
度
の
卒
業
式
に
間
に
合
う

よ
う
に
と
作
業
が
進
め
ら
れ
て

い
た
。
京
都
大
学
本
部
等
構
内

交
通
委
員
会
も
、
今
年
に
入
っ

て
「交
通
広
報
」
の
中
で
、
卒

業
生
は
い
ら
な
く
な
っ
た
自
転

車
は
後
輩
に
譲
る
な
ど
し
て
対

応
し
て
欲
し
い
、
と
の
掲
示
を

出
す
な
ど
新
た
な
ゴ
ミ
発
生
を

防
止
す
る
た
め
注
意
を
呼
び
か

け
て
い
た
。

自
転
車
の
み
な
ら
ず
西
部
構

内
で
は
、卒
業
。引
っ
越
し
シ
ー

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
御
入
学
お
め
で
と
う
御
座

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
卒
業
ま
で
、
京
都
大
学
留
学

生
セ
ン
タ
ー
と
冑
谷
を
宜
し
く
御
願
い
致
し
ま

す
。
特
に
新
入
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
京
都
大
学
国

際
化
の
旗
手
に
是
非
な
っ
て
頂
き
た
い
と
、
大
い

に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

固
よ
り
「変
化
」
は
高
齢
者
に
は
馴
染
ま
ぬ
物

で
す
。
自
分
の
や
り
方
に
慣
れ
切
っ
て
し
ま
っ
た

年
寄
り
が
「奇
異
で
あ
る
」
と
感
し
る
事
で
も
、

着
い
人
に
と
っ
て
は
、
数
あ
る
同
等
な
選
択
肢
の

一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
頻
繁
に
見
ら
れ

る
現
象
で
す
。
自
分
の
バ
イ
ア
ス
を
確
立
し
て
し

ま
う
と
な
か
な
か
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
か

ら
で
す
。
多
角
的
な
視
点
・多
元
的
な
思
考
力
・

新
し
い
発
想
が
強
く
要
求
さ
れ
る
自
分
の
専
門

の
数
学
で
は
、
高
齢
の
教
授
が
頭
の
柔
ら
か
い
助

手
や
院
生
の
や
り
方
に
口
出
し
し
た
り
す
る
事

は
あ
ま
り
有
り
ま
せ
ん
。
大
学
の
国
際
化
も
、
数

学
の
様
に
若
い
人
達
を
中
心
に
進
行
さ
せ
る
べ

き
物
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
訳
で
、
本
稿
で

は
学
生
さ
ん
達
の
国
際
化
を
大
学
の
国
際
化
の

同
義
語
と
す
る
観
点
よ
り
お
謡
を
し
ま
す
。
新
入

生
の
皆
さ
ん
に
国
立
大
学
の
国
際
化
の
問
題
点

を
お
話
し
し
、
そ
の
過
程
で
色
々
な
提
案
や
御
願

い
を
さ
せ
て
頂
こ
う
と
考
え
な
が
ら
こ
れ
を
書

い
て
い
ま
す
。

国
際
化
が
叫
ぱ
れ
て
久
し
い
日
本
で
す
が
、
こ

と
国
立
大
学
の
国
際
化
に
関
す
る
限
り
、
成
績
は

芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
硬
直

し
た
シ
ス
テ
ム
と
上
か
ら
下
へ
の
い
わ
ゆ
る

ト
ノ
ブ
ダ
ウ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

大
学
と
い
う
組
織
の
構
成
員
は
、
学
生
・教
官
。

事
務
官
の
三
種
類
に
大
別
出
来
ま
す
が
、
教
官
に

は
退
實
以
外
殆
ど
異
動
が
無
く
、
事
務
官
は
法
律

や
前
例
に
縛
ら
れ
自
由
が
き
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に

シ
ス
テ
ム
硬
直
化
の
最
大
の
理
由
が
有
り
ま
す
。

大
学
の
中
で
最
も
若
く
、
頭
脳
的
に
も
物
理
的
に

も
唯
一
の
柔
軟
性
。流
動
性
に
富
ん
だ
存
在
で
あ

る
学
生
さ
ん
達
で
す
ら
、
二
回
生
、
三
回
生
と
学

年
が
上
に
な
る
に
つ
れ
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
硬
直

▲一週間 あま りをか けて 、ほぼ全 ての放置車輌 が撤 去 された

ズ
ン
の
三
月
に
な
る
と
、
不
法

投
棄
さ
れ
る
ゴ
ミ
の
口
が
増
え

て
く
る
。
今
年
も
三
月
の
上
旬

に
、
ほ
ぼ
三
ヶ
月
ぶ
り
に
西
部

構
内
の
廃
棄
物
が
撤
去
さ
れ
た

が
、
月
末
に
は
家
電
製
品
を
は

し
め
と
し
た
大
量
の
不
法
投
棄

物
が
旧
焼
却
炉
周
辺
に
山
積
し

て
い
る
有
り
様
だ
。
こ
の
問
題

に
関
し
学
生
部
の
片
山
さ
ん
は

「自
分
の
ゴ
ミ
は
自
分
が
責
任

を
持
っ
て
処
置
す
る
の
が
常
識

な
の
だ
が
」
、と
話
し
て
い
る
。

ま
た
、
周
辺
の
住
民
や
学
生

が
西
部
構
内
に
家
電
製
品
や
日

常
的
に
出
る
ゴ
ミ
を
捨
て
に
く

る
ほ
か
、
業
者
が
産
業
廃
棄
物

等
を
学
内
に
投
棄
す
る
ケ
ー
ス

も
多
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
関

係
者
は
頭
を
抱
え
て
い
る
。
ゴ

ミ
投
棄
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た

西
部
構
内
を
管
理
す
る
サ
ー
ク

ル
員
が
、
「こ
こ
に
は
捨
て
な

い
よ
う
に
」と
注
意
を
し
た
際
、

小
競
り
合
い
に
な
っ
た
事
件
も

発
生
し
て
お
り
、
問
題
は
深
刻

を
極
め
て
い
る
。

文学部新館

変
死
体
発
見
さ
れ
る

自
殺
の
可
能
性
を
示
唆

二
月
三
十
日
午
後
八
時
五
分

こ
ろ
、
文
学
部
新
館
西
側
階
段

の
一階
と
地
下
を
結
ぶ
踊
り
場

に
男
性
が
あ
お
向
け
に
な
っ
て

倒
れ
て
い
る
の
を
、
地
下
で
行

わ
れ
て
い
た
工
事
の
確
認
に
向

か
う
途
中
だ
っ
た
同
学
部
事
務

官
が
発
見
し
た
。
そ
の
後
=

九
番
通
報
し
、
す
く
に
京
大
病

院
に
運
ば
れ
た
が
、
頭
が
い
骨

骨
折
に
よ
る
脳
挫
傷
の
た
め
、

四
†
分
後
に
死
亡
し
た
。

西
側
階
段
は
、
男
性
が
倒
れ

て
い
た
現
場
か
ら
五
階
ま
で
吹

き
抜
け
と
な
っ
て
い
る
。
四
階

と
五
階
を
結
ぶ
踊
り
場
の
さ
く

に
、
男
性
の
靴
跡
ら
し
き
も
の

が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
現

場
ま
で
つ
づ
く
壁
面
に
こ
す
れ

た
跡
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
京
都
府
警
は
男
性
が
四

階
と
五
階
の
間
の
踊
り
場
か
ら

飛
び
降
り
て
、
自
殺
を
図
っ
た

も
の
と
見
て
い
る
。

府
警
は
、
眼
鏡
を
か
け
た
男

性
の
カ
ラ
i
写
真
を
学
内
関
係

者
に
見
せ
て
、
身
元
の
確
認
を

急
い
で
い
る
。
大
学
側
も
文
学

部
と
の
浬
名
で
、
男
性
の
特
徴

を
書
い
た
チ
ラ
シ
を
全
学
に
掲

示
し
、
身
元
確
認
に
当
た
っ
て

い
る
。

チ
ラ
シ
に
轡
か
れ
た
男
性

の
特
徴
は
以
下
の
通
り
。
心
当

た
り
の
あ
る
方
は
、
学
務
課
教

養
掛
〇
七
五
(
七
五
三
)
二
五

一
一
も
し
く
は
文
学
部
庶
務

課
(七
五
三
)
二
七
〇
〇
ま
で
。

・年
齢

二
十
～
五
十
歳
ぐ
ら

い・身
長

百
八
十
セ
ン
チ
ぐ
ら

い
、

・服
装

上
は
モ
ス
ク
リ
ー
ン

色
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
に
灰
色
の

ト
レ
ー
ナ
ー
で
、
下
は
べ
ー

シ
ュ
色
の
ズ
ボ
ン
に
茶
色
の

靴
下
と
白
色
の
ス
ニ
ー
カ
ー

・頭
髪
は
白
髪
ま
し
り
で
、
銀

縁
の
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
。

三
月
九
日
正
午
よ
り
京
都
大

学
前
期
試
験
含
格
者
の
、
ま
た

同
二
十
三
日
に
は
後
期
日
程
試

験
の
合
格
者
発
表
が
行
わ
れ

た
。前

期
日
程
発
表
の
当
日
は
あ

を
許
し
あ
う
と
い
う
最
悪
の
「居
心
地
の
良
い
」

状
況
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
全
員
が
そ
う
い
う
訳

で
は
勿
論
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
官
達
は
学
生
も
出

来
な
い
の
で
、
そ
し
て
学
生
さ
ん
達
は
教
官
が
出

来
な
い
の
で
、
互
い
に
安
心
し
て
い
る
様
に
す
ら

見
え
ま
す
。
こ
の
促
み
切
っ
た
空
気
を
皿掃
で
き

る
の
は
、
京
都
大
学
と
い
う
組
織
の
一員
に
成
ら

れ
た
ば
か
り
の
、
新
入
生
の
方
達
を
お
い
て
他
に

は
有
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
も
含
め
、
教
官
達
に

例
え
ば
留
学
生
へ
の
奨
学
金
制
度
、
留
学
生
用
の

英
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
又
事
務
的
手
続
き
等
を
大
学

が
肩
代
わ
り
す
る
日
本
人
学
生
の
為
の
留
学
制

度
な
ど
は
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
物
で
す
。
し
か

し
、
他
に
や
り
様
が
無
い
と
は
い
え
、
文
部
省
や

京
都
大
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
先
ず
ト
ノ
プ
レ
ベ

ル
の
委
員
会
や
評
議
会
で
そ
れ
を
承
認
し
、
覚
書

等
を
交
わ
し
た
後
開
始
す
る
と
い
う
形
で
あ
り
、

下
手
を
す
る
と
、
主
役
は
学
生
さ
ん
達
で
は
な

合格発表行われる
前期 ・後期あわせて三千人弱が入学へ

 

九
+
九
年
度

い
に
く
昼
前
か
ら
小
雨
が
降
り

始
め
た
が
、
合
格
発
表
に
は
親

子
連
れ
と
見
ら
れ
る
受
験
生
ら

が
数
多
く
待
ち
受
け
て
い
た
。

そ
し
て
発
表
の
掲
示
が
行
わ
れ

る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
し
こ
か

ら
歓
声
と
も
悲
鳴
と
も
つ
か
ぬ

声
が
あ
が
っ
た
。
ガ
ノ
ツ
ポ
ー

ズ
を
と
っ
た
り
肩
を
抱
き
合
っ

た
り
し
て
喜
び
あ
う
者
も
い
れ

ば
、
「あ
っ
た
」
と
ポ
ツ
リ
と
つ

ふ
や
く
だ
け
の
者
も
い
て
、
そ

の
喜
び
の
表
現
は
様
々
で
あ
っ

た
。
こ
っ
た
返
す
掲
示
板
の
前

で
、
何
と
か
記
念
撮
影
を
し
よ

う
と
試
み
る
親
子
も
い
た
。

恒
例
と
な
っ
て
い
る
胴
上
げ

も
行
わ
れ
、
ア
メ
フ
ト
部
や
ラ

ク
ロ
ス
部
を
は
し
め
、
急
き
ょ

有
志
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
胴

上
げ
サ
ー
ク
ル
も
出
現
し
、
発

表
を
盛
り
上
げ
た
。
ま
た
、
時

計
台
前
に
は
吉
田
寮
生
ら
有
志

に
よ
っ
て
櫓
が
組
み
上
け
ら

れ
、
特
設
ス
テ
ー
シ
で
は
ハ
ン

ト
演
奏
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

昨年度

新
歓
講
演
会
が
書
籍
に

タ
イ
ト
ル
は
「
マ
ル
ク

ス
の
現

在

」

昨
年
五
月
七
日
、
八
日
の
両

日
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
京
大

経
済
学
部
新
入
生
歓
迎
講
演
会

の
記
録
が
、
一冊
の
本
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。タ
イ
ト
ル
は
「マ

ル
ク
ス
の
現
在

(い
ま
)
」
。

発
行
は
と
っ
て
も
へ
ん
り
出

版
、
定
価
は
千
六
百
円
。

こ
の
本
は
、
京
大
経
済
学
部

新
歓
実
が
主
催
し
た
、
浅
田
彰

氏
と
市
田
良
彦
氏
の
対
談
、
小

倉
利
丸
氏
と
崎
山
政
毅
氏
の
対

談
と
、
ス
プ
ー
ナ
リ
ズ
ム
主
催

の
柄
谷
行
人
氏
の
講
演
の
内
容

か
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

共
同
編
集
者
の
一人
て
あ
る
石

谷
治
寛
さ
ん

(総
合
人
間
学
部

三
回
生
)
は

「資
本
と
、
様
々

な
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
る
個

人
個
人
と
の
関
係
を
捉
え
直
す

際
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
・手
法

は
現
代
に
お
い
て
も
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
少
し
高

い
値
段
設
定
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
の
で
、
立
ち
読
み
で
も

い
い
で
す
か
ら
今
年
の
新
入
生

も
含
め
て
多
く
の
人
に
読
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

と
、
話
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
今
年
の
経
済
学
部

新
歓
実
は
、
四
月
二
十
二
日

(木
)
に
「映
像
の
政
治
」
と

題
し
て
、
浅
田
彰
氏
と
鵜
飼
哲

氏
(
一橋
大
学
助
教
授
)
の
対

談
お
よ
び
映
画
上
映
が
企
画
さ

れ
て
い
る
。

新
入
生
は
京
大
国
際
化
の
主
役

化
の
犠
牲
に
な
っ
て
行
く
様
に
見
え
ま
す
。
悪
い

シ
ス
テ
ム
や
状
況
も
、
慣
れ
っこ
に
な
っ
て
し
ま

え
ぱ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
「住
め
ば
都
」
的
な
居
心

地
の
良
さ
を
与
え
る
も
の
で
す
。
英
語
力
を
例
に

取
り
ま
し
ょ
う
。
現
在
の
京
都
大
学
の
状
況
は
見

る
に
堪
え
難
く
、
教
官
の
平
周
的
英
語
力
は
ほ
ぼ

ゼ
ロ
で
す
。
し
か
し
学
生
の
平
均
的
英
語
力
も
ほ

ぼ
ゼ
ロ
で
あ
る
為
、
出
来
な
い
者
同
士
が
御
互
い

青
谷
正
妥

は
大
脳
生
理
学
的
に
も
は
や
無
理
な
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
学
生
さ
ん
達
に
は
確
か
な

英
語
力
を
身
に
付
け
て
頂
き
た
い
物
で
す
。
教
官

連
が
油
断
し
て
は
居
ら
れ
な
い
と
感
し
る
様
に

な
れ
ば
、
言
語
運
用
能
力
と
い
う
意
味
で
の
京
大

の
国
際
化
も
ま
た

一歩
大
き
く
前
進
す
る
事
で

し
ょ
う
。

更
に
大
学
国
際
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
が
、

く
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
創
設
者
や
運
営
者
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
勿
論
国
や
大
学
が
学
生
さ
ん
達
の

充
分
な
後
押
し
を
ず
る
事
は
必
要
で
す
が
、
主
役

は
あ
く
ま
で
も
学
生
と
い
う
意
識
が
大
切
で

し
ょ
う
。
政
府
や
大
学
の
御
膳
立
て
に
加
え
、
私

費
留
学
者
の
単
位
認
定
等
、
学
生
さ
ん
達
の
自
主

性
を
も
尊
重
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
一
日
も
早
く

出
来
る
と
良
い
の
で
、
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
も
そ

生協ベス トセラー
西 部 生 協 ル ネ調 べ

99年3月5日 付

鰍 銘 儲 幽版社 撒
1 日蝕 平野啓一郎 新潮社 282冊

2 五体不満足 乙武洋匡 講談社 132冊

3
ライフサ イ クルの

経済 学
楠木俊詔 筑摩書房 71冊

4 プレノブ破 産法 徳田和幸 弘文社 65冊

5 新英和 和英中辞典 研究社 64冊

6 Baslc現 代 財政学 重森暁 有斐閣 62冊

6 日本語練習帳 大野晋 岩波書店 62冊

8 広辞苑 新村出 岩波書店 6且 冊

9 二 十歳 の ころ 立花隆 文藝春秋 56冊

10 ゴーラの倦王 栗本薫 早川書房 54冊

年
度

が

変

わ
っ
た
。す
ぎ
ゆ

閣
く
梅
の
か
わ
り

に
芽
吹
い
た
桜

は
、新
た
な
る
来

訪
者
た
ち
を
そ

の
胸
の
中
に
迎
え
入
れ
、
我
々

を
甘
い
香
り
で
包
ん
で
く
れ

る
。
そ
し
て
、
つ
い
先
日
こ
の

場
所
を
去
っ
た
卒
業
生
た
ち
を

後
目
に
、
新
入
生
た
ち
の
世
間

知
ら
ず
な
喧
騒
と
、
在
学
生
た

ち
の
仲
間
を
求
め
る
勧
誘
と

で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
華
や
か
に

塗
り
変
わ
る
。
色
彩
の
変
化
。

そ
う
、
新
し
い
年
度
が
始
ま
っ

た
の
だ
。
▼
今
年
は
何
を
始
め

よ
う
か
。
今
年
こ
そ
は
真
面
目

に
授
業
に
出
て
、
単
位
を
取
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
真
剣
に
遊
ん

で
、
去
年
に
ま
さ
る
充
実
感
を

得
よ
う
か
。
趣
味
を
新
し
く
作

る
の
も
い
い
。
免
許
で
も
取
っ

て
み
よ
う
か
。
ス
テ
キ
な
相
手

を
見
つ
け
る
こ
と
は
、
重
大
問

題
だ
。
な
ん
に
せ
よ
、
目
標
を

考
え
る
の
は
楽
し
い
作
業
で
あ

る
。
▼
せ
っ
か
く
の
機
会
だ
か

ら
、
昨
年
度
を
ふ
り
返
っ
て
み

よ
う
。
九
八
年
度
は
君
に
と
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
年
だ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
し
ば
し
こ
の
紙
面
か

ら
目
を
そ
ら
し
て
、
思
い
を
め

く
ら
せ
て
欲
し
い
。
▼
　年
と

は
、
一言

;
自て
は
な
か
な
か

言
い
尽
く
せ
な
い
も
の
だ
。
忙

し
か
っ
た
・暇
だ
った
、辛
か
っ

た
・嬉
し
か
っ
た
、
落
ち
込
ん

だ
・感
動
し
た
、
迷
っ
た
・ウ

キ
ウ
キ
し
た

こ
の
}
年

間
、
君
に
も
様
々
な
出
来
事
が

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、

】年
の
あ
い
だ
に
は
、
予
期
せ

ぬ
事
件
が
い
ろ
い
ろ
と
起
こ
る

も
の
だ
。
▼
昨
年
度
で
、
君
に

と
っ
て
大
き
な
事
件
は
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
。
自
分
の
ス
タ
イ
ル

を
修
正
し
て
し
ま
う
よ
う
な
何

か
が
、
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
貴
重
な
考
え
方

を
持
っ
た
人
と
の
出
会
い
と

か
、
恋
愛
や
勉
強
・活
動
上
の

挫
折
と
か
、
耐
え
難
い
苦
労
を

乗
り
越
え
た
経
験
で
あ
っ
た
り

す
る
。
過
ぎ
去
っ
た
あ
と
振
り

魑
っ
て
み
る
と
、
ど
ん
な
事
件

で
も
懐
か
し
い
も
の
だ
。
▼
さ

て
、
九
九
年
度
が
始
ま
る
。
今

年
は
君
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
年

に
な
る
だ
ろ
う
か
。
望
む
と
望

ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
予
想

も
つ
か
な
い
事
件
が
起
こ
る
に

違
い
な
い
。
そ
れ
が
何
な
の
か

は
、誰
に
も
知
り
よ
う
が
な
い
。

だ
が
願
わ
く
ば
、
う
ま
く
対
処

し
、
乗
り
越
え
て
い
き
た
い
も

の
だ
。
▼
そ
こ
で
提
案
な
の
だ

が
、
そ
う
い
う
視
点
で
、
今
年

度
の
目
標
を
立
て
て
み
て
は
ど

う
か
。
貝
体
的
な
目
標
で
は
な

く
、
何
か
重
大
な
出
来
事
が
起

き
た
と
き
に
、
よ
り
深
く
追
求

す
る
と
か
、
泣
き
言
を
い
わ
な

い
と
か
、前
向
き
に
考
え
よ
う
、

と
か
。
つ
ま
り
、
自
分
の
姿
勢

に
対
す
る
目
標
で
あ
る
。
こ
れ

を
、
昨
年
度
を
念
頭
に
考
え
て

み
て
も
、
い
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
▼
準
備
は
い
い
か
?

さ
あ
、
開
幕
だ
。

(雑
)
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`の

竃



(2)1999年4月1日(木)

 

閥潔 斤 ・

 

聚内都窮(1946年8月6日 第三種郵便物認可)第2238号

追
い
つ
め
ら
れ
る
弁
護
士
業

安
田
弁
護
士
逮
捕
に
見
ら
れ
る
翼
賛
体
制

小
柳
次
郎

う
な
「賃
料
債
権
隠
し
」
を
行
っ
て
強
制

執
行
妨
害
を
し
た
、
と
す
る
検
察
の
主
張

に
対
し
、
弁
護
側
は
以
下
の
よ
う
な
論
点

を
も
っ
て
反
撃
す
る
。

押
も
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
賃
料
の
振
込

先
を
変
更
し
た
と
し
て
も
強
制
執
行
を
妨

害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
強
制
執

行
妨
書
の
主
張
は
不
能
犯
に
あ
た
る
と
す

る
。三

、
そ
も
そ
も
時
効
が
成
立
し
て
い
る

強
制
執
行
妨
害
罪
の
時
効
は
三
年
で
あ

る
。
検
察
が
指
摘
す
る
賃
貸
人
移
転
行
為

は
一九
九
三
年
の
行
為
で
あ
り
、
仮
に
検

察
の
主
張
す
る
仮
想
譲
渡
の
事
実
が
あ
っ

た
と
し
て
も
時
効
が
成
立
し
て
い
る
。
検

察
の
い
う
よ
う
に
、
最
近
ま
で
賃
料
振
込

が
続
い
た
の
で
時
効
が
成
立
し
な
い
と
す

れ
ば
、
賃
貸
物
件
に
つ
い
て
の
強
制
執
行

妨
害
罪
の
時
効
は
事
実
上
成
立
し
な
く

意
味
も
あ
る
。

行
わ
れ
な
い
保
釈

い
わ
ゆ
る
「凶
悪
犯
罪
」
の
容
疑
者
弁
護
を
引
き
受
け
る
弁
護
士
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
権
力
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
弁
謹
士
を
誹
膀
し
、
叢

つ
と
す
る
す
る
動

き
が
透
け
て
見
え
る
。
し
か
し
、昨
年
十
二
月
の
安
田
弁
腰
士
逮
捕
事
件
は
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
主
任
弁
護
人
薪

き
受
け
て
い
る
麻
原
被
告
の
裁
判
妨
害
の
み
な
bず
、
一

般
的
な
弁
護
士
の
業
務
遂
行
そ
の
も
の
へ
の
影
響
力
を
強
め
さ
つ
と
い
う
嫌
ら
し
い
意
図

が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
動
き
に
つ
い
て
安
田
弁
護
士
の
救
援
活
動
に
尽
力
す
る
小
柳
さ

ん
に
原
稿
を
い
た
だ
い
た
。

(編
集
部
)

計
画
は
+
分
に
整
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

住
管
機
構
は
そ
の
交
渉
を
自
ら
中
断
し

て
、
安
田
さ
ん
へ
の
刑
事
告
発
を
強
行
し

た
。
し
か
も
、
今
回
の
起
訴
事
実
に
あ
る

賃
料
債
権
に
つ
い
て
は
、
住
管
機
構
は

い
っ
さ
い
、
当
事
者
で
す
ら
な
い
の
で
あ

る
。
自
ら
の
債
権
の
回
収
事
業
と
は
無
関

安
田
弁
護
士
逮
鰯
の
軽
緯

住
管
機
構
の

不
可
解
な
行
動

旧
住
専
の
債
権
回
収
は
、
現
在
、
住
管

機
構
を
引
き
継
い
で
四
月
に
発
足
し
た
整

理
回
収
機
構
(日
本
版
R
T
C
、
中
坊
公

平
社
長
)
を
中
心
に
「国
策
事
業
」
と
し

て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
回
収
事
業
の
大

き
な
特
徴
は
、
回
収
困
難
と
さ
れ
た
案
件

に
対
し
て
は
積
極
的
に
刑
事
告
発
を
行
う

こ
と
、
そ
の
た
め
に
多
数
の
弁
護
士
を
含

む
法
曹
関
係
者
を
機
構
の
幹
部
役
員
に
登

用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安
田

さ
ん
に
対
す
る
逮
捕
の
「翌
日
」
に
住
管

機
構
が
刑
事
告
発
を
行
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
安
田
さ
ん
の
事
件
は
「国
策
」
に
よ

る
住
専
債
権
の
回
収
事
業
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
と
さ
れ
た
観
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
は
、
こ

の
住
管
機
構
の
と
っ
た
行
動
は
不
可
解

だ
。
昨
年
後
半
か
ら
、
安
田
さ
ん
は
顧
問

弁
護
士
と
し
て
、
住
専
の
債
権
を
引
き
継

い
だ
住
管
機
構
と
の
間
で
返
済
の
誕
し
合

い
を
行
っ
て
お
り
、
住
管
機
構
へ
の
返
済

一、
振
込
先
移
転
は
「強
制
執
行
妨
宿
」

に
あ
た
ら
な
い

一九
九
八
年
十
二
月
六
日
、
警
視
庁
捜

査
二
課
は
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属
の

安
田
好
弘
弁
護
士
を
、
強
制
執
行
妨
害
罪

と
の
名
目
で
逮
捕
、
翌
日
、
住
宅
金
融
債

権
管
理
機
構

(当
時
)
は
、
安
田
さ
ん
に

対
す
る
告
発
を
行
っ
た
。

起
訴
状
な
ど
に
よ
る
と
、
安
田
弁
護
士

は
、
一
九
九
=一牛
に
、
願
問
先
の
不
動
産

会
社
の
債
権
者
で
あ
る
住
専
各
社
に
よ
る

差
押
え
(強
制
執
行
)
を
免
れ
る
た
め
、

不
動
産
会
社
所
有
の
建
物
の
各
テ
ナ
ン
ト

貫
料
の
振
込
先
を

「ダ
ミ
ー
会
社
」
へ
と

変
更
さ
せ
、
「貫
料
債
権
」
の
差
押
を
妨
害

し
た
こ
と
を
も
っ
て
財
産
を
隠
匿
し
た
と

い
う
被
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

三
月
三
日
の
初
公
判
以
来
、
既
に
三
回

の
公
判
が
開
か
れ
て
い
る
。
安
田
弁
護
士

は
、
逮
捕
以
来
、
既
に
四
カ
月
以
上
も
拘

束
さ
れ
て
お
り
、
再
三
に
わ
た
る
保
釈
請

求
も
却
下
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
不
当
に
も
保
釈
請

求
に
応
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
本
来
、

保
釈
は
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
、
逃
亡
の
お
そ
れ
や
証
拠
隠
滅
の
明

ら
か
な
お
そ
れ
が
な
い
限
り
速
や
か
に
行

わ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
日
本
の
司
法
世
界
で
は
、

「被
告
人
が
否
認
し
て
い
る
限
り
保
釈
を

認
め
な
い
」
と
い
う
法
外
な
慣
行
が
ま
か

り
通
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
保
釈
は
検

察
側
が
立
証
を
終
え
て
か
ら
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

検
察
は
多
数
の
証
人
申
講
を
行
っ
て
お

国
家
権
力

に
よ
る
「
協

力
」
の
強
要

匪

自

立
し
た
弁

護
士
像
否
定

の
流
れ

係
な
告
発
を
、
な
ぜ
住
管
は
敢
え
て
行
っ

た
の
か
。

住
管
機
構
の
中
坊
社
艮
は
、
実
際
は
同

僚
弁
護
士
の
告
発
に
は
消
極
的
だ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。
し
か
し
、結
果
と
し
て
は
「事

後
告
発
」
と
な
っ
た
Q
住
管
機
構
の
業
務

に
欠
か
せ
な
く
な
っ
た

「刑
事
告
発
」
へ

の
今
後
の
非
協
力
と
い
う
「脅
し
」
が
、

検
察
か
ら
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

裁
判
の
争
点

と
も
あ
れ
、
現
在
の
焦
点
は
す
で
に
開

始
さ
れ
た
裁
判
の
争
点
と
そ
の
行
方
だ
。

安
田
さ
ん
が
、
記
事
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ

検
察
の
論
拠
は
、
賃
貸
人
の
地
位
が
「ダ

ミ
ー
会
社
」
に
「仮
想
譲
渡
」
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
賃
料
の
全
額
が
隠
さ
れ
た
と

す
る
。
し
か
し
、
振
込
先
の
子
会
社
は
事

務
所
も
構
え
、
役
員
構
成
も
明
確
な
実
体

あ
る
会
社
で
あ
った
。
し
た
が
っ
て
賃
貸

人
の
地
位
移
転
は

「真
実
の
サ
ブ
リ
ー
ス

契
約
」
に
あ
た
り
、
仮
想
譲
渡
で
は
な
い
。

二
、
抵
当
権
の
登
記
変
更
は
な
い
の
で

強
制
執
行
は
で
き
る

住
専
各
社
が
設
定
し
て
い
た
物
件
へ
の

抵
当
権
は
、当
然
維
持
さ
れ
て
お
り
、
従
っ

て
そ
の
物
件
の
果
実
で
あ
る
賃
料
へ
の
差

な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
、
本
来
な
ら
ば
検

察
は
強
制
執
行
妨
書
の
要
件
で
あ
る
「仮

想
譲
渡
」
で
起
訴
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
時
効
で
あ
る
た
め
に
で

き
な
か
っ
た
○
そ
こ
で
毎
月
賃
料
が
振
り

込
ま
れ
た
そ
の
度
こ
と
に
そ
の
賃
料
を

「隠
匿
」
し
た
と
し
て
起
訴
し
た
。
こ
こ

に
は
明
ら
か
に
無
理
が
生
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
強
力
な
反
論
趣
旨
と
言
え

る
。
特
徴
は
、
弁
護
側
が

「事
実
関
係
」

に
つ
い
て
は
、
争
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
な

い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
証
拠
隠
滅
の
お
そ

れ
に
よ
り
保
釈
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と

い
う
検
察
の
主
張
を
無
効
に
す
る
と
い
う

り
、
弁
護
側
は
公
判
期
日
の
積
極
的
な
指

定
を
目
指
し
て
い
る
も
の
の
長
期
化
が
懸

念
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
強
制
執
行
妨

害
罪
は
、
最
長
で
も
懲
役
二
年
、
罰
金
刑

も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「微
罪
」
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
長
期
間
の
勾
留
を
行

う
こ
と
は
事
実
上
の
刑
罰
で
あ
り
、
む
し

ろ
そ
の
あ
た
り
に
検
察
の
目
論
見
が
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。

弁
護
士
活
動
の
抑
圧

こ
の
事
件
の
報
道
を
通
し
て
」躍
有
名

に
な
っ
た
の
は
、
安
田
弁
護
士
が
オ
ウ
ム

麻
原
被
告
の
主
任
弁
護
人
を
勤
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
と
、
死
刑
廃
止
運
動
な
ど
、

人
権
擁
護
の
分
野
で
の
社
会
的
活
動
に
お

い
て
活
躍
し
て
い
る
弁
護
士
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

安
田
弁
護
士
の
逮
捕
・起
訴
が
、
こ
れ

ら
の
事
実
と
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
の

は
難
し
い
。
現
に
、
東
京
地
裁
は
機
を
見

計
ら
っ
た
か
の
よ
う
に
、
麻
原
主
任
弁
護

人
を
「解
任
」
す
る
と
い
う
挙
に
出
た
(結

局
、
私
選
で
再
選
任
さ
れ
る
こ
と
で
弁
護

団
が
反
撃
し
た
が
)
し
、
死
刑
関
係
で
言

え
ば
、
安
田
弁
護
士
が
「人
身
保
護
請
求
」

に
よ
っ
て
実
際
に
死
刑
の
執
行
を
中
断
さ

せ
た
こ
と
が
、
法
務
省
内
で
問
題
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
、
事
は
安
田
さ
ん
個
人
の
問
題

で
は
な
い
と
い
う
認
識
も
、
危
機
感
と

な
っ
て
弁
護
士
社
会
の
中
に
明
ら
か

に
広
ま
っ
て
い
る
。
安
田
さ
ん
の
早

期
保
釈
を
求
め
る
弁
護
士
の
署
名
は

約
三
千
人
(弁
護
士
の
六
人
に
ひ
と

り
)
に
達
し
、
安
田
さ
ん
の
弁
護
団

そ
の
も
の
も
八
百
人

(全
弁
護
士
の

約
五
%
)
に
も
な
っ
て
い
る

(弁
護

団
長
は
元
日
弁
連
会
長
の
土
屋
公
献

氏
)。こ

れ
ほ
ど
ま
で
の
危
機
感
を
弁
護

士
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
今
回
の
安

田
さ
ん
の
起
訴
が
、
「組
織
犯
罪
対
策
法

案
」
の
「犯
罪
利
益
収
受
罪
(マ
ネ
ー
ロ

ン
ダ
リ
ン
グ
)」
の
実
質
的
な
先
取
り
と
見

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
弁
護
士
へ
の

報
酬
が
「犯
罪
収
益
」
に
よ
る
も
の
と
認

定
さ
れ
る
と
、
弁
護
士
の
報
酬
受
領
行
為

そ
の
も
の
が
違
法
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

れ
で
は
実
質
的
に
弁
護
盾
動
が
で
き
な
く

な
る
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
弁
護
士
が
業

務
と
し
て
、
職
業
倫
理
に
そ
っ
て
、
当
然

に
行
っ
た
行
為
が
、
犯
罪
行
為
と
さ
れ
る

の
で
は
、
正
常
な
弁
護
士
活
動
は
と
う
て

い
行
え
な
い
。

マ
ス
コ
ミ
が
作
る
「冤
罪
」

今
回
の
逮
捕
・起
訴
の
中
で
、
マ
ス
コ

ミ
が
積
極
的
に
果
た
し
た
役
割
も
見
落
と

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

「オ
ウ
ム
裁
判
遅
延
」
と
い
う
マ
ス
コ
ミ

に
よ
る
弁
護
団
叩
き
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
な

か
で
、
安
田
さ
ん
逮
捕
は
強
行
さ
れ
た
。

こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
、
「人
権
弁
護
士
」
の
仮

面
の
下
に
隠
さ
れ
た
、
ど
す
黒
い
悪
徳
弁

護
士
の
素
顔
、
と
い
っ
た
調
子
の
報
道
が

さ
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。い

ち
ど
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
た

「悪

人
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
容
易
に
消
し
去
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
「悪
人
視
」

報
道
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
安
田

弁
護
士
が
顧
問
先
の
不
動
産
会
社
か
ら

「多
額
の
金
銭
」
を
受
領
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
安
田
弁
護
士
が
、

弁
護
士
と
し
て
の
業
務
に
見
合
う
報
酬
を

顧
問
先
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
の
は
事
実

だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
今
回
の
起
訴
事
実

と
は
無
関
係
だ
し
、
そ
も
そ
も
全
く
犯
罪

性
の
な
い
行
為
で
あ
る
。

つ
ま
り
安
田
弁
護
士
は
犯
罪
と
は
ま
っ

た
く
関
係
の
な
い
金
銭
の
授
受
に
つ
い
て

犯
罪
者
扱
い
さ
れ
て
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ

が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「社
会

的
な
冤
罪
」
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
。
「書

き
っ
ぱ
な
し
」
マ
ス
コ
ミ
の
罪
は
重
い
。

「
翼
賛
」
体
制
の
行
方

以
上
述
へ
て
き
た
よ
う
な
個
別
の
問
題

点
が
、
安
田
さ
ん
逮
捕
・起
訴
に
あ
る
と

言
え
る
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
今
回
検
察

11
国
家
権
力
が
、
無
理
筋
と
も
言
え
る
、

強
制
執
行
妨
害
に
よ
る
弁
護
士
の
逮
捕
・

起
訴
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。

宮
崎
学
氏
が
近
著
『地
獄
へ
の
道
は
ア

ホ
な
正
義
で
埋
ま
っ
と
る
』
で
、
住
管
機

構
専
務
(当
時
)
の
尾
崎
純
理
氏
と
対
談

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
尾
崎
氏
は
盛
ん

に
「オ
ー
ル
シ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
言
葉
を

口
に
す
る
。
旧
住
専
の
債
権
回
収
と
い
う

「国
家
事
業
」
の
た
め
に
、
そ
れ
こ
そ
官

民
一
体
と
な
り
、
そ
こ
に
弁
護
士
も
積
極

的
に
関
与
し
て
働
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
弁
護
士

の
存
在
性
格
の
変
化
こ
そ
が
も
っ
と
も
著

し
い
と
こ
ろ
だ
。
そ
こ
で
、
左
派
の
代
表

格
で
も
あ
り
、
安
田
弁
護
士
と
同
し
弁
護

士
会
の
左
派
派
閥
に
属
す
る
尾
崎
弁
護
士

(お
よ
び
黒
田
純
吉
弁
護
士
)
の
転
向
と
、

愚
直
な
ま
で
に
少
数
派
擁
護
に
こ
だ
わ
り

つ
づ
け
る
安
田
弁
護
士
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

尾
崎
氏
が
ど
ん
な
に
「理
想
」
を
語
ろ

う
と
、
彼
が
馴
致
さ
れ
、
ま
た
他
者
を
巻

き
込
ま
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
の

大
政
翼
賛
の
道
で
あ
る
。
安
田
弁
護
士
は
、

大
政
翼
賛
化
へ
の
シ
ン
ポ
ル
的
な
生
け
賢

と
し
て
週
ば
れ
た
と
も
言
え
る
。

そ
れ
が
確
か
に
、
「脅
し
」
と
し
て
機
能

す
る
側
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
別

な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
安
田
弁
護
士
は
抑

圧
さ
れ
る
少
数
派
に
と
っ
て
の
輝
け
る
星

に
な
っ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。

弁
護
士
社
会
で
の
異
議
申
し
立
て
の
み

な
ら
ず
、
安
田
さ
ん
の
逮
捕
・起
訴
を
め

ぐ
る
問
題
の
中
で
、
こ
の
社
会
全
体
が
向

か
わ
さ
れ
て
い
る
先
の
奈
落
を
看
取
る
者

も
少
な
く
は
な
い
は
ず
だ
。
い
ま
、
問
わ

れ
て
い
る
の
は
、
社
会
全
体
の
危
機
感
を

「オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
で
収
束
さ
せ
よ
う

と
い
う
「中
坊
公
平
型
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
(宮

崎
学
)
を
漫
然
と
し
て
受
容
す
る
か
、
そ

れ
へ
の
批
判
的
対
峙
の
中
に
「活
路
と
し

て
の
反
抗
」
を
見
い
出
す
か
、
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
(こ
や
な
ぎ
じ
ろ
う
氏
は
詩

林
堂
社
擾
、
厳
選
館
館
主
。
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実現
ント非西欧的視点から読むハンチン

森田美仁「文明の衝突」サミュエル・ハンチントン

 

團
停
滞
す
る
欧
米
と

ア
ジ
ア
の
反
撃

こ
の
正
月
に
N
H
K
で
見
て
、
サ

ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
と
い
う
人

の
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
巧
み
さ
を
再
認
識

さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
議
論
は
変
転
極
ま

り
な
く
、
定
義
は
変
え
て
も
主
張
は
変

え
ず
、
気
づ
か
な
い
内
に
話
題
を
す
り

替
え
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
の
ペ
ー
ス

に
引
き
込
ん
で
し
ま
う
。謡
の
途
中
で
、

部
分
的
に
は
疑
問
を
感
し
て
も
、
結
論

的
に
は
、
「私
も
あ
な
た
と
同
意
見
で

す
」
と
、
誰
に
で
も
い
わ
せ
る
術
で
あ

る
。こ

れ
は
、
五
年
ほ
ど
前
に
彼
の
講
演

と
討
論
を
聞
い
た
折
に
も
感
じ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
、
彼
の
著

作
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、

『文
明
の
衝
突
』
を
論
評
す
る
際
に
は
、

通
常
ま
ず
あ
り
う
る
仕
方
、
つ
ま
り
個

別
的
な
枝
葉
の
間
違
い
を
正
す
の
も
、

定
義
の
曖
昧
さ
や
文
明
の
区
分
な
ど
原

理
的
な
部
分
に
異
議
を
挟
む
の
も
、
共

に
難
し
く
、
か
つ
、
虚
し
い
。
そ
れ
は
、

た
だ
純
粋
に
、
偏
狭
な
専
門
家
の
議
論

に
し
か
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
易

し
く
、
ま
た
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
で

も
あ
る
の
は
、
一連
の
議
論
で
彼
が
い

い
た
か
っ
た
の
は
何
か
、
そ
の
「狙
い
」

は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
、
根
本
を
再

確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
本
書
の
原
形
で
あ
り
、

広
範
な
論
争
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
「文

明
の
衝
突
か
9
」
と
題
さ
れ
た
論
文
が

世
に
出
た
の
は
、
一九
九
三
年
の
夏
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
冷
戦
終
結

後
、
世
界
平
和
の
達
成
を

纒
歌
す
る
論
調
が
襲
り
を

み
せ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ

ク
ヤ
マ
(「西
側
」
の
勝
利

宣
言
と
い
う
べ
き
「歴
史

の
終
わ
り
」
の
著
者
)
と

の
対
談
で
浅
田
彰
が
述
べ

た
よ
う
に
、
冷
戦
は

「歴

史
の
宙
吊
り
」
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
か

誠…幽
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ら
歴
史
が
始
ま
る
の
だ
、
と
い
う
議
論

が
諸
方
か
ら
現
れ
始
め
て
い
た
。
実
際
、

湾
岸
戦
争
が
あ
り
、
各
地
で
民
族
紛
争

が
顕
在
化
す
る
状
況
下
で
は
、
今
後
の

世
界
政
治
が
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
一方
、
八
十
年
代
半
ぱ
よ
り
顕
著

だ
っ
た
ア
ジ
ア
経
済
の
ハロ頭
は
、
欧
米

経
済
の
停
滞
と
対
照
的
に
捉
え
ら
れ
、

「ア
ジ
ア
的
価
値
」
の
優
位
が
、
説
得

力
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
、
船
橋
洋
一が

評
し
た
よ
う
に
、
「ア
ジ
ア
の
ア
ジ
ア

化
」
の
動
き
で
あ
り
、
端
的
に
い
え
ぱ
、

は
北
朝
鮮
の
ハ
イ
テ
ク
兵
器
輸
出
の
問

題
で
し
か
な
い
)
な
ど
の
現
象
を
取
り

上
げ
て
議
論
を
展
開
し
て
は
い
る
が
、

そ
の
出
発
点
と
し
て
、
彼
自
身
の
主
張

の
核
心
部
分
を
成
す
の
は
、
そ
の
著
書

に
至
る
ま
で
、
こ
の
二
つ
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
は
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
。
第
一に
、

従
来
知
ら
れ
て
き
た
「君
主
、
国
民
国

家
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
紛
争
の
す

べ
て
は
西
欧
文
明
諸
国
に
よ
る
も
の
」

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、

西
欧
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
国
際
政

治
に
お
い
て
は
、
文
明
間
の
対
立
が
紛

争
の
主
要
因
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
主

に
よ
っ
て
、
「進
歩
」
「近
代
化
」
の
名

の
下
に
も
た
ら
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
多
分
に
歴
史
的
な
限
定
性
を
帯
び

た
も
の
な
の
で
あ
る

(む
ろ
ん
、
そ
れ

以
前
に
も

「国
際
」
的
な
紛
争
や
摩
擦

が
な
か
った
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ

は
専
ら
帝
国
の
盛
衰
と
い
っ
た
あ
ま
り

に
大
規
模
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
ご
く

周
辺
的
な
荘
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
主
要
な
性
質
や
頻
度
な
ど
に
お
い

肛喉
醒
鎗
離
翼

の
断
絶
の
雍
機
を
重
く
見
す
ぎ
る
き
ら

自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
の
命
題
へ
と
展

開
さ
れ
て
、現
在
ア
メ
リ
カ
が
直
面
し
、

将
来
ま
す
ま
す
大
き
な
問
題
に
な
る
で

あ
ろ
う
非
西
欧
文
明
と
の
衝
突
こ
そ
、

今
後
の
戦
略
の
中
心
課
題
に
な
る
と
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
「文
明

の
衝
突
」
は
、
一義
的
に
は
戦
略
で
は

な
く
、
異
な
る
習
慣
・
風
俗
・生
き
る

価
値
な
ど
な
ど
の
間
の
軋
礫
と
い
う
、

当
た
り
前
の
「現
実
」
で
あ
る
。
だ
が
、

西
欧
諸
国
の
力
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
と

き
に
は
、非
西
欧
諸
国
に
は
、「近
代
化
」

と
い
う
名
の
根
深
い
ジ
レ
ン
マ
を
引
き

壮
大
な
天
秤
針
の
修
正
の
跡

パ
ッ
ク
ス

・ア
メ
リ
カ

ー
ナ

か
ら

パ
ッ
ク

ス
・ウ

ニ
ベ
リ

サ
リ
ス
へ
の
意

味

サミュエル ハンチントン著「文明の衝突」

(鈴木主税訳・集英社・1998年)

覇
権
国
ア
メ
リ
カ
へ
の
あ
る
種
の
「反

攻
」
と
い
う
色
彩
を
帯
び
て
い
た
。

西
欧
の
戦
略
的
選
択
と
し

て
の
共
生

こ
う
し
た
文
脈
を
受
け
て
、「文
明
の

衝
突
か
9
」
論
文
は
、
相
互
に
関
逮
し

合
う
重
要
な
二
つ
の
点
を
指
摘
し
た
Q

も
ち
ろ
ん
、こ
の
論
文
は
、ト
イ
ン
ビ
ー

な
ど
の
文
明
論
や
い
わ
ゆ
る
「儒
教
・

イ
ス
ラ
ム
"
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
」
(直
接
に

と
し
て
西
欧
諸
国
と

「自
ら
歴
史
の
構

築
者
と
し
て
西
欧
諸
国
と
肩
を
並
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
」
非
西
欧
諸
国
と
の
間

で
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
一
つ
目
の
命
題
は
、
西

洋
人
に
と
っ
て
は
と
も
か
く
、
我
々
に

と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
自
明
の
こ
と

を
述
ぺ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
端
的
に

云
え
ば
、
我
々
は
、
「国
民
国
家
」
そ
の

他
の
紛
争
が
、
百
数
+
年
ほ
ど
前
の
あ

る
時
点
に
、
強
大
で
圧
倒
的
な
軍
事
力

を
誇
っ
た
西
欧
文
明
諸
国
の
働
き
か
け

い
が
あ
る
の
と
左
右
対
称
的
に
、
西
洋

人
は
歴
史
の
連
続
性
、
「西
洋
の
衝
撃
」

に
よ
る
「本
質
へ
の
回
帰
」
を
あ
ま
り

に
も
過
大
視
し
て
き
た
。
「眠
れ
る
ア
ジ

ア
を
西
洋
が
目
覚
め
さ
せ
る
」
と
い
う

歴
史
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
派
生
す
る

意
味
が
、
西
洋
人
と
非
西
洋
人
と
で
大

略
ま
っ
た
く
正
反
対
で
あ
る
こ
と
は
、

忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
・ぺ

重
要
な
の
は
、
こ
う
し

た
歴
史
の
断
絶
性
の
局
面
を
、
西
洋
文

明
諸
国
の
枢
要
な
一員
、
ア
メ
リ
カ
が

起
こ
す
一
方
、
西
欧
諸
国
で
は
、
基
本

的
に
は
そ
れ
は
問
題
に
す
ら
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
こ
へ
き
て
、
そ
の
「現
実
」

が
も
っ
と
重
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
「戦
略
」
的
な
転
換
を
必

要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
実
と
戦
略
諭
の
境
界
で

こ
う
し
た
趨
勢
か
ら
、
ハ
ン
チ
ン
ト

ン
が
示
し
た
戦
略
の
指
針
は
、
今
後
は

「民
主
主
義
」
な
ど
の
西
欧
的
な
価
値

を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
非
西
欧

文
明
と
の
共
存
を
図
る
し
か
な
い
(た

だ
し
彼
が

「民
主
化
」
を
放
棄
し
て
い

な
い
こ
と
は
、
同
時
期
の
著
作
『第
三

の
波
』
に
明
ら
か
で
あ
る
)、
そ
の
際
特

に
注
意
す
べ
き
は
、
ほ
か
の
文
明
の
こ

と
は
ロ
シ
ア
や
中
国
な
ど
、
そ
の
文
明

の
「中
核
国
」
に
任
せ
、
一切
干
渉
し

な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
前
の

「勢
力
圏
」
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
冷
戦
後
、
「世
界
の
警
察

官
」
た
る
べ
く
世
界
中
に
介
入
す
る
だ

け
の
力
は
な
い
が
、
不
介
入
が
も
た
ら

す
秩
序
の
弛
緩
す
べ
て
が
、
グ
ロ
ー
バ

ル
に
広
が
っ
た
国
益
を
何
が
し
か
損
な

う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
間
で
、
一
つ
の

「線
引
き
」
基
準
を
示
し
た
も
の
で
は

あ
っ
た
。

だ
が
そ
れ
は
、
「将
来
す
べ
き
こ
と
と

す
べ
き
で
な
い
こ
と
」
を
論
じ
た
も
の

で
は
あ
っ
て
も
、
「現
在
そ
う
で
あ
る
こ

と
と
な
い
こ
と
」
の
議
論
で
は
、
必
ず

し
も
な
い
Q
そ
れ
は
、
現
状
分
析
の
結

果
と
い
う
外
観
を
と
っ
て
は
い
る
が
、

内
容
を
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
力
を
効

率
的
に
振
り
向
け
る
べ
き
、
戦
略
的
な

色
彩
が
濃
い
と
い
え
る
。
そ
の
矛
盾
が

よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
ハ
ン
チ
ン
ト

ン
が
、
台
頭
し
つ
つ
あ
る
中
国
と
並
ん

で
、
イ
ス
ラ
ム
の
脅
威
を
も
証
明
し
ょ

う
と
し
て
、
こ
の
文
明
で
の

「人
口
の

爆
発
」を
問
題
視
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
率
直
に
い
っ
て
、
「人
口
の
爆

発
」
は
イ
ス
ラ
ム
文
明
だ
け
の
現
象
で

は
な
い
し
、
地
球
的
な
問
題
で
は
あ
っ

て
も
、
西
欧
文
明
に
対
し
て
向
け
ら
れ

る
直
接
的
な
脅
威
で
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
も
、
冷
戦
後
の

「イ
ス
ラ
ム
対
西

洋
」
の
構
図
の
激
化
の
現
実
は
、
欧
州

経
済
の
変
化
と
、
湾
岸
戦
争
に
代
表
さ

れ
る
ア
メ
リ
カ
の
強
引
な
中
東
政
策

が
、
主
と
し
て
国
家
を
補
完
す
る
組
織

で
あ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
原
理
主
義
勢

力
に
火
を
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
面
が
強

い
。
こ
う
し
て
、
彼
の
議
論
は
、
現
実

そ
の
も
の
を
論
し
る
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
「現
実
」

と
そ
の
戦
略
を
跡
付
け
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
面
が
あ
る
。

大
い
に
議
論
を
呼
ん
だ

「文
明
の
衝

突
」
論
で
あ
る
が
、
文
明
論
云
々
を
あ

ま
り
に
も
真
に
受
け
す
ぎ
て
、
そ
れ
が
、

単
な
る
現
実
で
も
戦
略
論
で
も
な
い
、

微
妙
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
鵜
呑
み
に
す

る
向
き
が
あ
る
の
で
あ
え
て
強
調
す
る

が
、
孤
立
し
た
「日
本
文
明
」
云
々
の

話
な
ど
、
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
戦
略

的
仮
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
問
題
提
起
は
歴

史
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
、
何
よ
り
も
、
現
在
「唯
一の
超

大
国
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
、
長
期
的

な

「西
洋
の
没
落
」
に
ど
う
対
処
す
る

か
と
い
う
問
い
へ
の
解
答
と
し
て
な
の

で
あ
り
、
少
な
く
と
も
我
々
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
ち
え
な
い

の
で
あ
る
。
(本
紙
ス
タ
ノ
フ
・
ラ
イ

タ
ー
)

3500円一 ス

的
その他野菜の鍋 雑炊 デザート

矢のカキ

製旧ヤ隠製旧ヤ}

ガ
郎

鍬魯
r

＼ ㌧・…Lノ
亀f躍

用 都金
回血 北

瞑
南

白川通り 團 庫國噂誠 丙

今
出川

國バイカル、

團 ケー尋

篇林

収
通
り 貝

曝

令

名 代 冬の 味覚 一貝鍋 コ

多鶏の大あさり 桑名のはまぐり
柱とその他野菜の鍋 雑炊 デザ

・名 物 一黒潮 焼一3500円

あさり はまぐり カキ 車海老
ザエの炭火焼きのコース 雑炊付

占田山 、

京都市左京区今出川通交差点
南二筋下ル点滅信号西入
●當業時間 十七時から二十三時

お問い合わせはTel(σ75)・771司3712ま で

小和室ございます ・各種宴会おひとり3COO円 か
ら・三十名程度の団体様のご予約も承り致します。

貝料理 ・活魚 ・割烹 ・
伊 勢 海 老 料理 な ら
おまかせ下さい!

定の
京都大学新聞社
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(3) 第2238号 (1946年8月6日 第三種郵便物認可) 窮 郡 大 榮 珠斤・ 闘 1999年4月1日(木)

男には下手だと

いわれたくない

モのが2つ ある

P臼川 ○
「)レ;I

lq「 胎 烈

「 ぎれは 運転とメイクラフ巨jと 乙うのはかの有名なGP卜 ・ライハ

ス9.一 リンつ ・モスのお≡≡彙 突狛子モないけれと思わすうなずいてしまう

名吝てはこさいまけんか さて、これから新たに運転弾許を蹴得しようとお

考えの諸台 まあ、復番の方は各目 目王的に研錨していたたくとLて

漣転の方てしたら洛痢自動更教習所におまかt2あ れ 「下手た」とは言わ◎な

いトライハーにしてさしあけましょう はい.モ ぢろん口牲毛歓迎いたしまず

●洛東な5… ●2● 指導員… ●教智料金… ■2月 より教習車に
2輪 専用コースでラク 国際A級 ライダーをは2輪 指導員の専任制度 全車新車を導入しま

ラク教習4輪 とコースを じめとするレースライセ と2輪 奪用コースの導入 した。また高速教習車
共有していた時に比べ1ン ス を保持す るエ キス により効率UP低 価格を としてはBMWを 採用。

時限あたりに練習できる パー ト達を専任!2輪 の 実現しております。 新 しい車で気分良く受
距離が2倍 以上{当 社比 〕ことなら何でも御相談く 口 していただけます。
効率良く練習できます。 ださい。

●京大より無料スクールハスで25分 フリーダイヤル0120-075-333

● お申し込みは京六生協

各ブレイカイドまで' 洛東自動車教習所
大型2輪 普通2輸 小型限定 琶通4輪

思いやりのある運転者をめざして

定評ある魏切な指導 ・低料金

豊 岩倉自動車教習所
京 ・左 京区岩倉幡枝町(深 泥池北150m)

容711-0151㈹

薗0120-55囎1890

運転免許ガイドサービスでも入所手続ができます。

●今出川店(今出川河原町東入)222一 ε525

●産 大 店(上 賀茂 産 大前)701-6488
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地下鉄北山駅門
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川

通

遡 一 北 山 通

あ
な
た
も
こ
れ
で
自
転
車
か
ら
卒
業

鷺
∴

免
許
の
種
類
を
選
ん
で
、
次

受
講
す
る
こ
と
だ
(当
た
り
前

に
や
る
こ
と
は
実
際
に
教
習
を

か
)。交
通
規
則
を
学
ぶ
学
科
教

ずらかべ勒つ5逆はに官教

習
は
、
勉
強
す
れ
ば
O
K
、
と

し
か
ア
ド
バ
イ
ス
の
し
よ
う
が

な
い
。
問
題
は
や
は
り
、
技
能

教
習
だ
。

技
能
教
習
の
成
否
を
最
も
大

き
く
左
右
す
る
の
は
、
助
手
席

に
同
乗
し
て
い
る
教
官
だ
ろ

う
。
話
が
あ
っ
て
、
雑
談
し
て

い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
教

習
が
す
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
感

じ
さ
せ
る
よ
う
な
教
官
が
い
る

と
思
え
ば
、
運
転
に
不
慣
れ
な

教
習
生
の
ぎ
こ
ち
な
さ
に
い
ち

い
ち
罵
声
を
浴
び
せ
る
教
官
も

存
在
す
る
。

ち
な
み
に
筆
者
は
後
者
の
よ

う
な
教
官
が
専
任
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、「ハ
ン
ド
ル
の

回
し
方
が
悪
い
」
と
い
う
こ
と

で
、二
時
間
も
補
習
を
受
け
た
。

補
習
は
一時
間
に
つ
き
五
千
円

も
か
か
る
o
お
ま
け
に
、
そ
の

補
習
の
た
め
に
夏
休
み
中
に
免

許
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
年

が
明
け
て
春
休
み
に
仮
免
を
取

り
直
し
て
よ
う
や
く
免
許
を
取

得
し
た
。
ひ
ど
い
話
だ
。
賢
い

み
な
さ
ん
は
、
も
し
こ
う
い
う

教
官
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
焦

ら
ず
落
ち
着
い
て
判
断
し
て
ほ

し
い
。
こ
れ
は
結
構
重
要
だ
と

思
う
。

交
通
規
則
に
対
す
る
厳
し
さ

も
、
教
官
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち

だ
。
そ
う
い
え
ば
制
限
速
度
が

時
速
百
キ
ロ
の
高
速
道
路
で
の

教
習
で
、
緊
張
で
体
が
が
た
が

た
震
え
る
筆
者
に
対
し
て
、

「
も
っ
と
ア
ク
セ
ル
踏
ん
で
、

も
っ
と
、
-も
っ
と
」
と
、
時
速

百
二
十
キ
ロ
が
で
る
ま
で
ア
ク

セ
ル
を
踏
ま
せ
た
教
官
も
い
た

な
あ
。

月
並
み
だ
が
が
結
論
を
簡
単

に
言
え
ば
、
教
官
の
言
う
こ
と

は
聞
け
、と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

運
転
に
は

「慣
れ
」
が
肝
要

苦
労
し
た
末
に
免
許
を
取
っ

た
ら
、
で
き
る
だ
け
車
に
乗
る

機
会
を
持
つ
こ
と
。
下
宿
生
は

日
常
的
に
運
転
す
る
の
は
難
し

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
家
に

帰
っ
た
と
き
に
親
の
車
に
乗
せ

て
も
ら
う
な
ど
し
て
、
少
な
い

機
会
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
。

あ
と
、
バ
ッ
ク
で
の
車
庫
入
れ

や
駐
車
は
特
に
慣
れ
を
要
す
る

の
で
、
筆
者
み
た
い
に
他
人
の

車
に
擦
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
や
り
直
し
て
も
い
い

か
ら
慎
重
に
や
る
こ
と
を
お
す

す
め
す
る
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
み

な
さ
ん
の
健
闘
を
祈
り
ま
す
。

たまには車でぶらっと…

寺原君免許奄取得するの巻

は

新入生のみなさん、し
つ こいかも しれ ません
が、合格おめでとうござ
います。

これから最低四年間の

学生生活がスター トする
わけですが、その学生生

活の早い段階ですませて
おいた方がいい(お くべ
き)こ とは、だいたい決
まっているようです。筆
者の所属する法学部の某
教官の言葉を借りると、
「一回生のうちに取 って
おくべきものは、語学の

単位と運転免許です」。
なるほど語学の授業は

出席をとるものが多いう

99
教
習
所
特
集

えに、一年単位で行われ
るから失敗したらもう一
年間やり直さなければな
'らないし

、運転免許も集
中して教習所に通 っても
およそ一 ヶ月はかかるか
ら、カリキ ュラム的に余
裕のある一回生時に取得
するのがいい、というこ
となのでしょう。
語学の方は筆者自舅、

かな りヤバイ状況なので
レクチャーすることはで

きま琶んが、ここでは自
動車免許について筆者の
経験をまじえながら、ほ
んのちょっぴりだけ述べ
たいと思います。

み
な
さ
ん
が
取
得
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
普
通
臼

動
車
(以
下
自
動
車
)
の
運
転

免
許
に
は
、
手
動
で
ギ
ア
チ
ェ

ン
ジ
す
る
車
(M
T
車
)
の
免

許
と
自
動
的
に
ギ
ア
チ
ェ
ン

ジ
す
る
車
(A
T
車
)免
許
の
、

主
に
二
つ
が
あ
る
。
M
T
車
免

許
で
A
T
車
を
運
転
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
A
T
車
免
許

で
は
M
T
車
を
運
転
で
き
な

い
。技

術
的
に
は
A
T
車
の
方

が
M
T
車
よ
り
も
楽
だ
し
、
教

習
費
用
も
安
い
。
と
こ
ろ
が
、

実
際
に
両
者
の
比
率
を
見
て

み
る
と
、
A
T
車
が
圧
倒
的
に

多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

よ
う
だ
。
京
都
で
は
な
い
が
、

筆
者
の
通
っ
て
い
た
教
習
所

で
は
男
性
は
M
T
車
、

女
性
は
A
T
車
と
い
っ

た
妙
な
傾
向
が
あ
っ

た
。数
的
な
比
率
で
は
、

や
や
M
T
車
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ

の
教
習
所
に
特
定
せ
ず

一般
的
に
見
て
も
、
A

T
車
が
断
然
多
い
と
い

う
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。筆

者
の
友
人
は
、
ほ

と
ん
ど
み
な
M
T
免
許

を
取
得
し
て
い
る
。「A

T
・
M
T
車
両
方
と
も

運
転
で
き
る
か
ら
」、と

の
理
由
は
当
然
な
が
ら

非
常
に
多
か
っ
た
が
、

そ
の
他
に
は

「A
T
車

で
は
ゴ
ー
カ
ー
ト
み
た

時代はAutomatic!?

い
で
操
作
が
単
純

す
ぎ
る
」
と
い
う
声

が
か
な
り
あ
っ
た
。

運
転
の
適
性
が
高

く
な
い
筆
者
か
ら

す
れ
ば
、
運
転
操
作

が
簡
単
な
ほ
ど
あ

り
が
た
い
の
だ
が
。

で
は
、
ハ
ー
ド
面

す
な
わ
ち
実
物
の

自
動
車
の
事
情
は

ど
う
な
の
か
と
い

う
と
、
M
T
車
の
供

給
は
少
な
い
の
が

現
状
の
よ
う
だ
。
先

述
し
た
M
T
免
許

所
有
の
友
人
諸
君

だ
が
、
実
際
に
M
T

車
を
普
段
運
転
し

て
い
る
の
は
、
た
っ

た
一人
だ
け
だ
。

こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ

る
。
筆
者
の
先
輩
が
通
っ
て
い

た
教
習
所
の
教
官
の
車
が
A
T

車
で
あ
る
の
を
そ
の
先
輩
が
見

て
、「な
ぜ
教
習
所
の
教
官
が
操

作
の
簡
単
な
A
T
車
に
乗
っ
て

い
る
ん
で
す
か
」
と
教
官
に
問

い
か
け
た
と
こ
ろ
、
「現
在
出

回
っ
て
い
る
自
動
車
は
ほ
と
ん

ど
A
T
仕
様
で
、
M
T
車
に
す

る
と
車
種
の
選
択
肢
が
狭
く
、

A
T
寧
を
M
T
に
改
造
す
る
に

も
費
用
が
か
か
る
か
ら
」
と
、

教
官
は
答
え
た
と
い
う
。

需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
が

適
当
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
だ

が
、
時
代
は
A
T
車
に
傾
き
つ

つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
Q
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遵

観

に
あ

た

つ
て

一
連
載

の
趣
意

一昨
年
、
京
都
大
学
は
、
創
立
百
周

年
を
迎
え
た
。
実
は
、
寄
宿
舎
の
歴
史

も
大
学
創
立
と
同
時
に
始
ま
り
、
そ
の

寮
自
治
の
系
讃
は
現
在
の
吉
田
寮
ま
で

続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
吉
田
寮
も
百

年
の
歴
更
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
吉
田
寮
は
幾
度
と
な
く
危

機
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、そ
の
た
び
に
、

大
学
関
係
者
な
ら
び
に
寮
生
ら
の
努
力

て
、
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
き
た
。

し
か
し
、
一
九
↓
一年
築
の
現
建
物
の

老
朽
化
は
著
し
く
、
物
理
的
な
危
機
か

ら
は
逃
れ
が
た
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。さ

て
、
百
年
を
記
念
し
て
京
大
新
聞

で
は
「吉
田
寮
物
語
」
と
題
す
る
特
集

を
企
画
し
、
一年
間
に
わ
た
り
連
載
す

る
。
こ
の
企
画
で
は
、
開
設
に
以
来
の

寮
自
治
や
寮
生
活
の
移
り
変
わ
り
を
敢

り
上
げ
る
。
そ
の
切
り
口
と
し
て
-
編

集
部
で
は
吉
田
禦
の
機
能
を
下
記
の
三

つ
と
仮
定
し
た
。
よ
っ
て
、
連
載
で
は
、

そ
の
仮
説
検
証
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

一
つ
目
は
「厚
生
施
設
と
し
て
の
機

能
、
貝
体
的
に
は
、
低
所
得
者
層
の
学

生
に
利
便
性
を
提
供
す
る
こ
と
で
教
育

●

の
機
会
均
等
を
実
現
し
て
き
た
機
能

で
、
い
わ
ば
寮
を
寮
た
ら
し
め
て
い
る

核
で
あ
る
。

二
つ
目
は
「自
己
教
育
の
機
能
」。
寮

生
は
、
大
学
で
の
知
識
教
育
で
は
カ

バ
ー
し
に
く
い
こ
と

(今
流
に
言
え
ば

「生
き
る
力
」)
を
寮
自
治
の
運
営
な
ど

を
通
し
て
、
自
ら
気
づ
き
学
ん
で
い
っ

た
。
自
治
組
織
や
寮
祭
、
O
B
会
と
の

園
遊
会
、
学
生
部
長
団
交
な
ど
の
イ
ベ

ン
ト
は
、
体
験
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
だ
っ

た
。

4
寄
宿
舎
の
卒
業
記
念
写
真

雀

藷
ヨ轟ド,蟹

門勲

」・

藩

議

,
、・

。、
断

潔

毒

砂
塊「.

遥
か
に
自
由
が
き
き
、
生
活
費
用
も
半
分
く
ら
い
で

済
む
と
い
う
こ
と
か
ら
「不
心
得
な
連
中
」
が
こ

そ
っ
て
入
舎
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
活
ぶ
り

は
、
外
泊
し
よ
う
が
、
遅
く
帰
ろ
う
が
お
構
い
な
し

で
、
食
費
の
滞
納
、
部
屋
の
変
更
を
勝
手
に
行
う
と

い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

逆
に
ま
し
め
な
者
は
こ
れ
を
嫌
い
寄
宿
舎
を
退

舎
し
、
そ
の
分
の
欠
員
を
補
充
す
る
と
「不
心
得
な

連
中
」
が
願
書
の
提
出
順
で
入
含
す
る
と
い
う
悪
循

環
に
な
っ
た
。
寄
宿
舎
は
、
大
学
関
係
者
は
も
と
よ

り
周
辺
の
住
民
か
ら
も
「堕
落
の
見
本
」
と
ま
で
い

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

日
露
戦
争
が
終
わ
り
を
つ
げ
た
千
九
百
五
年
(明

治
三
十
八
年
)
秋
、
こ
の
よ
う
な
様
子
の
寄
宿
舎
を

改
革
し
よ
う
と
、
舎
生
有
志
五
、
六
人
が
立
ち
上
が

る
。
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
秩
序
の
な
か
っ
た
寄
宿
舎
を

律
す
る
た
め
に
、
規
則
を
作
り
、
事
務
を
整
理
す
る

委
員
を
選
出
し
、
そ
の
も
と
で
運
営
し
よ
う
と
い
う

建
議
喬
を
提
起
し
た
。
つ
ま
り
自
治
組
繊
を
も
う
け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
有
志
が
示

し
た
規
則
に
は
秩
序
を
乱
す
者
へ
の
制
裁
措
置
も

盛
り
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
他
の
舎
生
の
反
発
を

お
お
い
に
買
っ
た
。

建
議
書
を
議
論
す
る
た
め
、
臨
時
に
総
会
が
開
か

れ
た
。
当
時
八
十
二
名
い
た
舎
生
た
ち
の
多
く
は

「幼
稚
な
規
則
は
寄
宿
舎
本
来
の
理
想
に
反
す
る
」

「舎
生
は
各
自
好
む
よ
う
に
行
動
す
べ
し
」
「自
由

を
尊
重
す
る
」
な
ど
改
革
反
対
の
声
を
挙
げ
、
建
議

書
は
発
議
者
数
名
を
除
い
て
満
場
一致
で
否
決
さ

れ
た
。

評
判
が
悪
く
な
る
箭
宿
舎
を
見
て
、
木
下
総
長
は

改
革
の
道
を
探
っ
て
い
た
。
始
め
は
自
浄
努
力
に
期

待
し
て
い
た
が
、
総
会
で
の
改
革
の
失
敗
を
き
っ
か

け
に
、
創
立
時
か
ら
の
放
任
主
義
方
針
の
断
念
。
つ

い
に
、
同
年
十
二
月
十
五
日
に
総
長
命
令
と
し
て
寄

宿
舎
閉
鎖
を
発
令
し
た
の
で
あ
る
。

改
革
反
対
を
掲
げ
た
舎
生
た
ち
は
、
突
然
の
閉
鎖

令
に
驚
い
た
。
自
由
な
住
処
を
な
く
す
と
同
時
に
、

こ
れ
ま
で
滞
納
し
た
食
事
代
を
精
算
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
舎
生
た
ち
は
抵
抗
を
試

み
、
寄
宿
舎
解
散
反
対
と
総
長
辞
職
勧
告
書
を
提
出

し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
総
長
は
舎
生
た
ち
に

「辞
職
勧
告
喬
を
提
出
す
る
以
上
は
我
去
る
か
諸

君
去
る
か
何
れ
か
の
あ
る
の
み
」
と
個
喝
し
、
舎
生

の
退
学
を
促
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
か
な
わ
ん
と
覚

悟
の
萎
え
た
舎
生
た
ち
は
、
辞
職
勧
告
書
を
提
出
す

る
こ
と
な
く
退
却
し
た
。
そ
し
て
舎
生
た
ち
は
寄
宿

舎
か
ら
我
先
に
逃
げ
出
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
開
舎
以
来
八
年
で
寄
宿
舎
は
一時
閉

舎
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◆
教
育
的
効
果
狙
っ
て

寄
宿
舎
再
開
◆

閉
鎖
令
か
ら
一ヶ
月
後
、
　九
Ω
ハ年
(明
治
三

十
九
年
)
一月
、
木
下
総
長
は
箭
宿
舎
の
再
開
の
告

示
を
出
し
た
。
舎
生
を
「大
人
君
子
」
と
し
て
扱
っ

て
い
た
寄
宿
舎
の
従
来
の
運
営
方
針
を
改
め
、
運
営

に
一定
の
介
入
を
行
う
こ
と
し
た
。
同
時
に
、
単
に

学
生
に
経
済
的
な
便
益
を
提
供
す
る
た
め
の
厚
生

施
設
と
い
う
寄
宿
舎
の
位
置
付
け
を
退
け
、
教
育
施

設
と
し
て
の
効
果
を
持
た
せ
る
こ
と
に
し
た
。
「教

育
的
」
と
は
、
寄
宿
舎
で
舎
生
が
規
律
あ
る
寮
自
治

を
実
行
し
、
お
互
い
に
揉
ま
れ
切
磋
琢
磨
し
成
畏
し

て
ゆ
く
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
木
下
総
長
の
狙
い
は
會
生
の
育
成
に
と

ど
ま
ら
ず
、
寄
宿
舎
で
磨
か
れ
た
舎
生
た
ち
が
次
に

●

面
を
つ
く
っ
て
構
成
す
る
。

●

京
大
生
の
模
範
と
な
っ
て
周
囲
の
学
生
に
好
影
響

を
与
え
、
放
縦
化
傾
向
に
あ
っ
た
学
生
ら
の
風
紀
を

改
善
す
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
た
。

同
年
二
月
十
日
に
、
学
生
監
(今
の
学
生
部
艮
に

あ
た
る
)
の
選
考
に
よ
る
五
十
七
名
の
新
し
い
舎
生

が
入
舎
し
た
。
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、
木
下
総
畏
の

狙
い
を
担
え
る
者
た
ち
が
選
ば
れ
、
も
ち
ろ
ん
、
閉

舎
前
に
改
革
を
試
み
た
舎
生
有
志
も
含
ま
れ
て
い

た
。
な
ん
と
な
く
デ
キ
レ
ー
ス
の
輿
い
が
す
る
が
、

証
拠
は
な
い
。

新
し
い
舎
生
た
ち
は
、
入
舎
に
あ
た
っ
て
学
風
刷

新
の
責
務
を
一致
団
結
し
て
実
行
す
る
内
容
の
「舎

生
の
決
心
」
を
総
長
代
理
に
宣
言
し
た
。
ま
た
、
二

月
十
日
を
「寄
宿
舎
記
念
日
」
に
設
定
し
、
毎
年
記

念
祝
賀
式
を
行
っ
て
、
決
心
を
表
明
す
る
習
わ
し
に

な
っ
た
。

そ
し
て
、
一八
九
七
年
以
来
、
既
に

四
千
名
を
越
え
る
寮
生
が
巣
立
っ
て

い
っ
た
。

そ
れ
ら
諸
先
輩
か
ら
引
き
継
い
だ
財

産
の
中
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
寮
に
繋
げ

て
ゆ
き
た
い
何
か
が
、
読
者
の
頭
の
中

に
し
ぜ
ん
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
れ

ば
、
こ
の
企
画
は
成
功
と
い
え
よ
う
。

◆
寮
自
治

の
始
ま
り

学
風
刷
新

の
原
動
力
と
し
て
◆

三
つ
目
は

「大
学
の
諸
活
動
の
苗
床

(な
え
ど
こ
)
と
し
て
の
機
能
」。
寮
で

は
日
常
的
な
寮
生
間
の
フ
ェ
イ
ス
ツ
ー

フ
ェ
イ
ス
の
接
触
が
行
わ
れ
や
す
く

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
寮
内
で
の
情
報

の
共
有
化
、
問
題
意
識
の
深
化
を
も
た

ら
し
、
自
主
的
創
造
的
諸
活
動
の
苗
床

を
育
ん
で
き
た
。
そ
の
際
、
局
限
し
た

矯
小
な
活
動
に
陥
い
る
の
を
防
い
で
き

た
の
は
、
伝
統
的
に
外
部
環
境

(例
え

ば
大
学
の
動
き
、
地
域
教
育
、
住
民
運

動
)
と
の
結
び
つ
き
を
愈
識
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
外
部
環

境
に
影
響
を
与
え
る
動
き
を
し
て
き

た
。
特
に
創
生
期
に
は
顕
著
で
あ
る
。

以
上
、
三
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
紙

二

歴
史
表
示
に
つ
い
て

元
号
は
天
皇
制
と
の
結
び
つ
き
が
明

確
で
あ
り
、
京
大
新
聞
で
は
、
一九
八

三
年
以
来
、
使
用
を
避
け
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
寮
の
歴
史
を
振
り
返
る
場
合
、

元
号
表
示
が
時
代
区
分
の
理
解
に
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
暦
と
併
記
し

て
使
用
し
ま
す
。

三
連
載
の
構
成

す゚ 百

年間

を
下
記

璽甫

医e

ま

 

第

一
回
連
載

(
四
月

一
日
層
)

1
9
8
7
～
1
9
1
且

「
創
設
か
ら

一
時
閉
舎
ま
で
」

第
二
回
連
載

(
六
月
}
日
号
)

1
9
1
2
～
1
9
4
5

「
寄
宿
舎
移
転
、
学
連
事
件
か
ら
終
戦
」

第
三
回
連
載

(八
月

}
日
弓
)

1
9
4
5
～
1
9
6
0

「
戦
後
の
混
乱
、
荒
神
橋
事
件
で
寮
生

の
退
学
処
分
」

第
四
回
連
載

(十
月

一
日
号
)

ー
9
6
0
～
1
9
6
7

「
高
度
経
済
成
長
、
増
寮
運
動
」

第
五
回
連
載

(
一
二
月
一
日
号
)

1
9
6
8
～
1
9
7
9

「
京
大
闘
争
学
生
部
封
鎖
、
民
青
同
盟

と
の
対
立
」

第
六
回
連
載

(
二
千
年
二
月
一
日
号
)

1
9
8
0
～
1
9
9
7

「
廃
寮
化
攻
撃

在
寮
期
限
の
設
定
か

ら
現
在
」

●

　
響 轡 る

。難 馨饗

譲難 終

再
開
し
た
寄
宿
會
の
自
治
組
織
は
、
四
、
五
人
の

相
部
屋
を
自
治
の
最
小
単
位
と
し
、
各
窯
か
ら
一名

の
総
代
を
選
出
、
そ
れ
ら
総
代
が
集
ま
っ
て
総
代
会

を
構
成
。
さ
ら
に
総
代
会
か
ら
専
務
総
代
三
名
を
選

出
し
、彼
ら
が
日
常
事
務
を
抵
当
し
た
。
総
代
会
の

上
部
に
は
舎
生
全
員
が
参
加
す
る
舎
生
総
会
を
設

け
、
重
要
案
件
は
こ
の
総
会
の
議
決
に
か
け
る
こ
と

と
し
た
。

舎
生
の
補
充
は
、
閃
開
後
の
五
十
七
名
に
つ
い

糊
蔦
灘
梅

難
鞭
総

霧
購
灘
灘

*
各
回
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
を
扱

う
。
併
せ
て
、
百
年
に
ま
た
が
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、
毎
回
ス
ポ
ノ
ト
ラ
イ

ト
と
し
て
下
記
の
切
り
口
で
取
り
上
げ

て
ゆ
く
。

第
一回
目
で
は
「紙
と
誌
」
と
題
し

て
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
。

以
後
、
「食
と
職
」
(食
堂
と
い
う
仕
掛

け
)、
「鮭
と
選
」
(入
寮
選
考
)、
「内
と

外
」
(寮
外
へ
の
文
化
発
信
)、「祭
と
政
」

(療
祭
、
闘
争
)、
「生
と
性
」
(生
活
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
)
を
予
定
。

(編
集
部
)

磨'ガ 響 ・

毒 箋欝餐 蟻 夢

∵鱗 鞠
・ 『 挿 ぐ

.縛 蜜

ぎ
整
耀

履邪蟻.
、

閉
舎
、
そ
し
て
再
開
。
混
乱
期
を
く
ぐ
っ
て

羅少編纏

 

幽

る
に
は
、
舎
生
が
入
物
チ
ェ
ノ
ク
を
行
う
の
が
望
ま

し
い
、と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
。
実

際
に
総
代
は
、
入
舎
希
望
者
の
同
窓
、
同
県
人
、
同

級
生
ま
て
聞
き
込
み
調
査
を
行
い
、
大
学
生
と
し
て

恥
ず
か
し
く
な
い
か
、
共
同
生
活
に
適
し
て
る
か
を

探
っ
た
と
い
う
。
適
当
な
人
物
が
い
な
か
っ
た
場

合
、
欠
員
が
あ
っ
て
も
入
舎
さ
せ
な
か
っ
た
く
ら
い

厳
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
舎
生
数
は
、
常
に
定
員
を

下
回
り
、
六
十
人
程
度
だ
った
。

こ
の
こ
ろ
、
学
内
の
自
治
組
織
で
は
、
課
外
運
動

組
織
と
し
て
「運
動
会
」、
文
化
活
動
の
組
織
「以

文
会
」、
学
科
の
親
睦
団
体
と
し
て
「同
帰
会
」
(理

工
科
)、
「法
学
会
」、
「芝
蘭
会
」
(医
科
)
な
ど
が

あ
っ
た
。そ
れ
ら
の
運
営
に
積
極
的
に
舎
生
が
関
わ

り
、学
風
刷
新
と
風
紀
改
善
の
気
風
を
盛
り
上
げ
て

い
た
と
い
う
。
高
校
か
ら
の
交
流
試
合
を
呼
び
か

け
、
寄
宿
舎
で
の
宿
泊
の
便
を
と
っ
た
り
、
食
堂
や

集
会
所
で
は
近
隣
の
中
学
生
を
集
め
て
講
演
会
を

催
す
な
ど
し
て
い
る
。
寄
宿
舎
が
、催
し
を
す
る
際

の
結
合
点
と
な
っ
て
い
た
。

◆
菊
池
総
長
に
よ
る

寄
宿
舎
運
営
方
針
の
再
転
換
◆

1

と
こ
ろ
が
、
一九
一
一年

(明
治
四
十
四
年
)、

三
代
目
総
艮
菊
池
大
麗
は
、寄
宿
舎
を
一時
閉
鎖
し

て
、新
寮
を
建
て
る
こ
と
を
決
定
。
新
し
い
寄
宿
舎

は
定
員
が
増
え
る
も
の
の
、財
政
難
か
ら
現
在
の
寄

宿
舎
を
解
体
し
て
そ
の
材
料
を
当
て
る
た
め
、閉
舎

し
て
か
ら
一年
間
、寄
宿
舎
が
無
い
期
間
が
生
し
る

こ
と
に
な
っ
た
。

舎
生
た
ち
は
、
こ
の
決
定
が
自
分
ら
に
何
ら
の
相

談
も
な
く
評
議
会
で
決
め
ら
れ
た
こ
と
、
学
風
刷
新

の
活
動
の
担
い
手
で
あ
る
寄
宿
舎
が
一
年
間
な
く

な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
新
し
い
寄
宿
舎
の
運
営
の
考

え
方
に
猛
反
発
し
た
。

新
し
い
寄
宿
舎
は
、
従
来
の
一室
四
人
制
を
変
更

し
て
、
一室
一人
制
に
す
る
と
と
も
に
、
舎
生
を
排

除
し
て
大
学
当
局
自
身
が
入
寮
選
考
を
行
い
、学
業

優
秀
な
者
を
優
先
的
に
入
舎
さ
せ
る
と
い
う
。

従
来
の
寄
宿
舎
で
は
相
部
屋
は
自
治
の
基
礎
集

団
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
個
室
化
は
そ
の
破
壊
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
学
業
優
秀
を
選
考
の
基
準
に
お
く

こ
と
は
、
学
風
刷
新
の
自
治
活
動
を
支
え
る
現
寄
宿

舎
の
否
定
で
あ
っ
た
。

実
は
、
菊
池
総
長
は
、
学
生
間
の
交
友
や
切
磋
を

認
め
な
が
ら
も
、現
寄
宿
舎
の
も
つ
過
剰
な
自
治
を

間
題
視
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、当
時
の
京
都
帝
大
は

高
等
文
官
試
験
の
不
振
が
影
響
し
て
、法
科
の
志
望

者
が
減
少
し
て
い
た
。定
員
二
百
名
に
対
し
て
そ
の

二
割
し
か
志
望
者
が
い
な
い
年
も
あ
っ
た
。大
学
は

風
紀
面
の
向
上
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、学
力
面
の
向

上
が
緊
急
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
学
業
優

秀
な
者
を
全
室
個
室
の
環
境
に
住
ま
わ
せ
、
学
習
面

の
便
宜
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。そ
れ
ま
で
寄

宿
舎
生
が
担
っ
て
い
た
学
内
自
治
の
活
動
は
、寄
宿

舎
以
外
の
自
治
団
体
で
充
足
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
た
。

★
明
冶
期
の
他
大
学
の
寄
宿
舎

実
は
、
旧
制
の
東
大
に
も
寄

宿
舎
は
あ
っ
た
。「東
大
百
年
史

通
史
一
」
に
よ
る
と
、
明
治
二

〇
年
代
に
は
学
生
監
督
の
手
段

と
し
て
寄
宿
舎
と
舎
監
の
存
在

を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
。
規

模
に
つ
い
て
も
本
郷
に
あ
っ
た

寄
宿
舎
は
二
百
名
を
収
容
し
、

京
大
よ
り
大
き
か
っ
た
。
し
か

し
、
本
郷
の
医
科
大
学
拡
張
の

際
に
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の
後
は
東

大
に
は
駒
場
に
あ
っ
た
農
科
大

学
の
寄
宿
舎
の
み
と
な
る
(人

数
不
明
、
駒
場
寮
と
は
別
の
寮

で
あ
る
)。ほ
か
に
は
北
大
の
恵

迫
寮
が
有
名
。
大
人
数
を
収
容

■

しぼ れ ば な

 

こ歴史
し
た
が
、
大
正
一
一年
以
降
は

大
学
予
科
生
の
み
を
対
象
と
し

た
。
明
治
期
か
ら
戦
前
を
通
し

て
存
在
し
た
単
生
寄
宿
舎
は
、

帝
国
大
学
に
お
い
て
は
京
大
寄

宿
舎
が
ほ
と
ん
ど
唯
一の
も
の

で
あ
る
。
潮
木
守
一に
よ
る
法

科
大
学
を
主
と
し
て
扱
っ
た

「京
都
帝
国
大
学
の
挑
戦
」
と

い
う
著
書
が
あ
る
が
、
寄
宿
舎

の
重
視
は
創
設
期
京
大
の
も
う

ひ
と
つ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

★
い
っ
た
い
何
人
?

創
立
時

の
京
↓傘

生
数

一八
九
七
年
(明
治
三
〇
年
)

九
月
の
入
学
宣
誓
式
に
お
け
る

総
長
演
説
で
は

「五
十
三
名
」

と
な
っ
て
い
る
が
、「京
都
帝
国

大
学
一覧
」(明
治
三
〇
年
-
三

一年
版
)
で
は
、
「明
治
3D
年
12

月
末
現
在
覗
」
と
督
か
れ
て
い

る
。
京
都
大
学
の
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
な
統
計
数
で
は

「御
名
」
を

採
用
し
て
い
る
。創
立
期
に
は
、

五
十
三
名
い
て
、
年
天
ま
で
に

六
名
が
中
退
し
た
と
で
も
い
う

の
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
も
し
三
ヶ
月
で
、
い
き

な
り
六
名
退
学
し
た
と
す
れ
ば

「学
級
崩
壊
」
の
そ
し
り
を
免

れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
舎
生
た
ち
は
新
寄
宿
舎
を
「高

等
下
宿
屋
価
値
」
だ
け
で
、
な
ん
ら
精
神
的
価
値
を

見
い
だ
せ
な
い
と
し
て
、
會
生
総
会
を
開
い
た
。
そ

こ
で
は
大
学
当
局
か
ら
の
解
散
を
待
つ
の
で
な
く
、

自
ら
で
寄
宿
舎
の
解
散
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。

解
散
式
の
開
催
を
抗
議
の
意
を
込
め
て
、
一九
一
二

年
(明
治
四
十
五
年
)
二
月
十
日
の
開
舎
記
念
日
に

し
た
。
解
散
式
後
、
六
月
末
ま
で
に
舎
生
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
退
舎
。

こ
う
し
て
、
一
八
八
六
年
(明
治
十
九
年
)
に
三

高
の
寄
宿
舎
と
し
て
建
て
ら
れ
、
一八
九
八
年
(明

治
三
十
一年
)
に
京
都
帝
大
に
移
管
さ
れ
た
寄
宿
舎

は
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

近
衛
に
新
し
い
寄
宿
舎
が
開
舎
す
る
の
は
一
年

後
の
一九
}三
年
(大
正
二
年
)
九
月
を
待
た
ね
ぱ

な
ら
な
い
。

対
立
か
ら
抗
議
の
解
散
へ

7・
曼4

胃

」
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創
立
期
の
京
大
に
お
い
て
は
、
総
長

が
学
生
の
教
育
面
で
寄
宿
舎
に
非
常

に
大
き
な
期
待
を
表
明
し
て
お
り
、
寄

宿
舎
が
教
育
機
関
と
し
て
非
常
に
重

要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
が
現
在
ま
で
続
く
寄

宿
舎
運
営
に
お
け
る
自
治
慣
行
の

き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は

輿
味
深
い
。

に
お
い
て
、
「平
素
の
事
は
細
大
注
入
の
主
義
に

依
ら
ず
自
得
自
発
を
誘
導
す
る
こ
と
を
努
め
ん

と
欲
す
」と
学
生
の
自
主
性
尊
重
を
宣
言
し
た
こ

と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、青
年
の
模
範
と
し

て
、道
偲
面
の
目
制
を
強
く
求
め
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
学
生
、
教
職
員
参
加
の
運
動
競
技
大
会
に

関
し
て
、
賞
目
当
て
な
ど
で
は
な
く
、全
国
の
学

生
・生
徒
全
体
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
競
技
態
度

を
と
る
よ
う
に
く
り
返
し
演
説
し
て
い
る
。

こ
の
毒
つな
姿
勢
は
、
寄
宿
舎
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。風
紀
問
題
な
ど
を
理

由
と
し
て
一九
〇
五
(開
治
三
八
)
年
一
二
月
に

達
示
第
五
号
に
よ
っ
て
寄
宿
舎

一時
閉
鎖
を
命

じ
た
木
下
は
、
翌
年
一月
、
寄
宿
含
を
「規
律
ア

ル
一
ノ
(ひ
と
つ
の
)
切
磋
団
体
」
を
組
織
す
る

「研
学
修
養
上
ノ
重
要
ナ
ル
一機
関
」
(告
示
第

一弓
)で
あ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

風
紀
の
悪
化
が
新
聞
な
ど
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、

学
生
の
風
紀
悪
化
の
温
床
の
よ
う
に
も
見
ら
れ

て
い
た
寄
宿
舎
を
、逆
に
風
紀
上
の
模
範
と
な
り

全
学
生
に
好
影
響
を
与
え
得
る
存
在
と
し
て
期

待
し
た
の
で
あ
る
。

同
時
期
の
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
は
、
全
学

的
な
寄
宿
舎
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
寄
宿
舎
は

重
視
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。京
都
帝
国
大

学
創
立
に
際
し
て
寄
宿
舎
が
設
け
ら
れ
た
理
由

に
は
、第
三
高
等
学
校
か
ら
寄
宿
舎
施
設
を
譲
り

受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
条
件
に
恵
ま
れ

た
だ
け
で
な
く
、当
初
か
ら
教
育
面
に
対
す
る
期

待
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
期
待

が
、風
紀
問
題
が
顕
在
化
し
て
く
る
の
に
対
応
し

て
明
確
化
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
社
会
一般
で
は
一人
前
の
大
人
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
大
学
生
に
対
し
て
風
紀
改
善

を
上
か
ら
強
制
す
る
こ
と
は
反
発
が
予
想
さ
れ
、

困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
木
下
は
、
明

治
二
十
年
代
に
教
頭
、校
長
を
務
め
た
第
}高
等

中
学
校
(後
の
旧
制
第
一高
等
学
校
)
に
お
け
る

経
験
を
応
用
し
て
い
る
。第
一高
等
中
学
校
に
お

い
て
木
下
は
、
「外
宿
ノ
風
習
ハ
実
二
諸
君
ノ
毒

薬
ナ
リ
」
(
『第
一高
等
学
校
六
十
年
史
』
}九

三
九
年
、
=
二〇
頁
)
と
述
べ
、
風
紀
上
の
理
由

か
ら
下
宿
生
活
を
禁
止
し
、寄
宿
舎
へ
の
生
徒
全

員
入
寮
方
針
(物
理
的
理
由
で
完
全
実
施
は
行
わ

れ
ず
)
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
皆
寄
宿

舎
方
針
と
と
も
に
導
入
し
た
の
が
、寄
宿
舎
内
の

自
治
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
治
と
は
、会
計
面
な
ど

を
除
外
し
た
学
校
側
承
認
の
範
囲
内
で
は
あ
る

が
、舎
生
同
士
で
門
限
な
ど
生
活
上
の
規
則
を
定

め
、委
員
を
選
出
し
て
寄
宿
舎
運
営
を
行
な
っ
て

い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
木
下
の
赴
任
以

前
、
第
一高
等
中
学
校
で
は
、
上
か
ら
の
強
圧
的

な
取
り
締
ま
り
に
対
し
て
、
生
徒
た
ち
は
「舎
監

寮
自
治
の
伝
統
は

襲
撃
」
な
ど
の
形
で
反
発
し
て
い
た
が
、自
治
制

度
に
対
し
て
は
積
極
的
に
取
り
組
む
動
蓮

ホ

し
た
の
で
あ
る
。木
下
は
こ
の
よ
う
な
経
験
を
踏

ま
え
、
京
都
帝
国
大
学
に
お
い
て
も
、寄
愚

対
し
、上
か
ら
の
強
制
に
よ
っ
て
学
生
の
行
動
を

ノ

取
り
締
ま
る
の
で
な
く
、舎
生
た
ち
に
よ
る
規
律

を
と
も
な
っ
た
自
治
的
運
営
に
期
待
し
た
の
で

あ
る
。再
開
後
の
寄
宿
督
に
入
舎
し
た
舎
生
た
ち

は
、
木
下
の
寄
宿
舎
方
針
を
受
け
入
れ
、
「規
律

ア
ル
一
ノ
切
磋
団
体
」と
し
て
自
治
組
織
を
整
備

に
力
を
注
ぎ
、
生
活
上
の
規
則
な
ど
も
協
議
、
決

定
し
て
い
った
。大
学
側
は
こ
れ
を
大
い
に
尊
里

し
、
通
史
部
分
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「切
磋
団
体
」に
加
わ
る
覚
悟
の
あ
る
学
生
を
選

考
し
た
い
と
す
る
舎
生
側
の
意
見
を
認
め
、事
実

上
、舎
生
委
員
に
よ
る
選
考
方
式
を
許
可
し
て
い

た
。

'
第
二
代
岡
田
総
長

人
格
修
養

へ
の
期
待

第
二
代
総
侵
岡
田
良
平
(
一九
〇
七
年
一〇
月

か
ら
一
九
〇
八
年
九
月
在
任
)
は
、
「高
貴
な
る

品
性
」を
も
た
な
け
れ
ば
「知
識
は
一種
の
魔
物
」

で
あ
る
と
し
て
、学
生
の
修
養
面
を
重
視
す
る
教

育
方
針
を
打
ち
出
し
、全
学
生
を
対
象
と
し
た
修

養
の
た
め
の
特
別
講
義
を
開
始
さ
せ
る
と
と
も

に
、
、着
任
早
々
寄
宿
舎
に
赴
き
次
の
よ
う
な
演

か
鱒

初
代
総
長
木
下
に
始
ま
る

¶

初
代
木
下
総
長

「
切
磋
琢
磨
」
へ
の
期
待

初
代
総
長
木
下
広
次
(
一
八
九
七
年
か
ら
一九

〇
七
年
在
任
)
は
、
一八
九
七
(明
治
三
〇
)
年

九
月
の
第
一回
入
学
寅
誓
式
(入
学
式
の
こ
と
)

初代総長 木下展次

説
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、大
学
の
目
的

に
は
研
究
と
と
も
に
人
格
修
養
が
あ
り
、そ
の
目

的
を
達
成
す
る
に
は
寄
宿
舎
以
外
に
は
な
い
の

で
漸
次
寄
宿
舎
を
拡
張
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
「人
格
の
修
養
は
英
国
民
族
の
如
く
自
治

自
研
」
(京
都
帝
国
大
学
以
文
会
『以
文
会
誌
』

第
一号
、
一九
〇
九
年
)
す
べ
き
で
あ
る
。
岡
田

の
総
長
在
任
期
間
は

一年
に
も
満
た
な
か
っ
た

が
、
特
別
講
義
は
戦
時
中
ま
で
存
続
し
(京
都
大

学
『京
大
百
年
』
一九
九
八
年
)
、
木
下
の
寄
宿

舎
方
針
の
継
承
発
展
と
言
え
る
寄
宿
舎
増
設
計

画
も
一九
一
四
年
〔要
確
認
〕
に
現
吉
田
寮
へ
の

建
て
替
え
増
築
と
い
う
形
で
実
現
し
た
Q

岡田良平第二代総長

第
三
代
菊
池
総
長

寄
宿
舎
、以
文
会
、学
生
集
会
所

第
三
代
総
長
菊
池
大
麓
(
一九
〇
八
年
か
ら
「

九
一
二
年
在
任
)
も
学
生
の
品
性
修
養
を
求
め
、

学
生
間
の
切
磋
琢
磨
を
奨
励
し
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
=

(明
治
四
四
)年
の
入
学
宣
誓
式
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第三代総長 菊池大麓

}

品擁
罐羅
黛
鮭
継
欝
畿

て
人
格
を
高
く
す
る
と
云
ふ
こ
と
r

是
接
勿

論
学
生
各
自
の
修
養
と
さ
う
し
て
学
生
相
互
の

切
磋
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。併
し
大
学
と
し

て
は
出
来
得
る
限
り
そ
れ
を
助
け
る
設
備
を
す

る
。
因
て
学
生
に
於
て
、或
は
斯
う
云
ふ
や
う
な

こ
と
を
し
た
い
と
云
ふ
希
望
が
あ
つ
た
場
合
に

於
て
は
、学
生
監
〔現
在
の
学
生
部
長
の
こ
と
、引

用
者
注
〕な
り
又
は
直
に
総
長
な
り
に
意
見
を
申

で
て
差
支
は
な
い
」
(
『以
文
会
誌
』
第
四
号
、

一九
一
一
年
)
。

菊
池
が
総
長
に
就
任
し
た
頃
に
は
、
寄
宿
舎
に

加
え
て
、
講
演
会
、
大
茶
話
会
、
雑
誌
発
行
な
ど

を
行
な
う
以
文
会
と
い
う
全
学
生
。教
職
員
を
会

員
と
す
る
親
睦
組
織
が
う
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、寄
宿
舎
自
治
の
一
環
と
し
て
舎
生
の
交
流
を

促
進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
同
種
の
活
動

を
全
学
的
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
り
、委
員
の
多

く
を
寄
宿
舎
生
が
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。こ

の
よ
う
な
形
で
寄
宿
舎
生
活
は
全
学
的
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「学
生
相

互
の
切
磋
」
の
拡
大
を
空
間
的
に
象
徴
し
た
の

が
、
一
九
=

年
に
東
山
近
衛
に
完
成
し
た
学
生

集
会
所
(現
存
)
で
あ
っ
た
。
当
時
の
い
わ
ゆ
る

学
生
ホ
ー
ル
と
し
て
は
非
常
に
充
実
し
た
設
備

で
あ
り
、
一
階
の
小
部
屋
は
各
種
の
研
究
会
や
会

合
に
利
用
さ
れ
二
階
の
ホ
ー
ル
は
数
百
人
規
模

の
大
茶
話
会
や
講
演
会
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
。

こ
の
企
画
を
通
し
て
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、自
治
と
い
う
言
葉
に

示
さ
れ
て
い
た
目
的
や
活
動
内
容
は
時
代
と
共

に
変
化
し
て
い
き
、戦
後
に
お
い
て
は
大
学
側
教

育
方
針
と
寄
宿
舎
自
治
と
の
関
係
に
緊
張
感
が

生
し
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
し
か
し
、以

上
み
た
よ
う
に
創
立
期
の
三
人
の
総
畏
が
寄
宿

舎
に
対
し
て
学
生
修
養
面
で
の
大
き
な
期
待
を

抱
い
て
お
り
、そ
の
こ
と
が
寄
宿
舎
の
自
治
運
営

の
慣
行
と
も
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
と
い
う

事
実
は
、
大
学
に
お
け
る
寄
宿
舎
・寮
の
果
た
す

役
割
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
素
材
を
提
供
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(と
み
お
か
・ま
さ
る
氏
は
京
都
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科
助
手
・日
本
教
育
史
専
攻
)

吉
田
寮
の
現
在

百
五
十
名
が
自
治
を
営
む
場

百
万
遍
か
ら
東
大
路
を
真
っ
直
ぐ
に
下
り
、
総
人

の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
脇
を
通
り
過
ぎ
て
す
ぐ
。
左
手
の

門
か
ら
内
を
覗
け
ば
、
ず
い
ぶ
ん
と
年
季
の
入
っ
た

木
の
建
物
と
銀
杏
並
木
が
の
ぞ
め
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
の
銀
杏
並
木
の
突
き
当
た
り
に
見
え
る
、
こ

れ
ま
た
ず
い
ぶ
ん
ふ
る
ぼ
け
た
木
造
の
建
物
が
吉
田

寮
で
す
。

築
約
九
十
年
を
迎
え
る
こ
の
建
物
は
、
北
・中
・

南
の
二
階
建
て
三
棟
か
ら
な
り
、
現
在

(三
月
末
)

約
百
五
十
名
程
の
寮
生
が
住
ん
で
い
ま
す
。
六
畳
、

七
・五
畳
、
八
畳
、
十
畳
、
と
様
々
な
部
屋
が
あ
り

ま
す
が
、
基
本
的
に
全
室
相
部
屋

(た
だ
し
入
寮
三

年
目
以
降
か
ら
個
室
も
可
能
)
で
一人
当
た
り
四
畳

ほ
ど
の
面
積
を
基
準
に
部
屋
を
割
り
振
ら
れ
ま
す
。

そ
の
他
に
共
同
の
設
備
と
し
て
、
各
棟
各
階
の
簡
単

な
自
炊
設
備
、
温
水
シ
ャ
ワ
ー
、
洗
濯
機
、
水
洗
ト

イ
レ
、
ビ
リ
ヤ
ー
ト
首
、
ピ
ア
ノ
、
暗
室
、
寮
食
堂

ホ
ー
ル
、
厨
房
、
麻
雀
や
ら
宴
会
や
ら
に
使
え
る
大

小
の
部
屋
、な
ど
が
あ
り
、有
志
に
よ
っ
て
各
種
ゲ
ー

ム
機
や
山
の
よ
う
な
マ
ン
ガ
の
類
、
最
近
で
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ノ
ト
の
端
末
も
共
同
ス
ペ
ー
ス
に
備
え
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
娯
楽
や
話
し
相
手
に
不
自
由
す
る

事
は
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
寂
し
く
な
っ
て
も
寮
内

に
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
住
ん
で
い
る
猫
の
ひ
と
た

ち
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
し
て
も
ら
え
る
の
で
安
心
で

す
。
寮
費
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
共
同
拠
金
、
寄
宿
料
、

水
光
熱
費
な
ど
あ
わ
せ
て
月
約
二
千
五
百
円
。
厚
生

施
設
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
へ
ん
の
安
ア
パ
ー
ト
に

比
べ
て
も
ず
い
ぶ
ん
安
く
暮
ら
せ
る
の
で
す
が
、
な

ん
と
数
年
前
ま
で
は
月
三
千
円
で
し
た
o
こ
の
ご
時

世
に
値
下
げ
と
は
…

不
思
議
な
こ
と
も
あ
る
も

ん
で
す
。

な
お
、
か
つ
て
は
今
の
薬
学
部
駐
車
場
に
吉
田
西

寮
と
よ
ば
れ
る
建
物
が
あ
っ
た
の
で
す
が

(現
在
の

吉
田
寮
は
東
景
と
呼
ば
れ
て
い
た
)
、
一九
八
九
年

の
「在
寮
期
限
」
終
結
に
と
も
な
い
撤
去
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た

(
「在
期
」
に
つ
い
て
は
連
載
本
編
で

そ
の
う
ち
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
)
。

そ
の
た
め
、
八
十
名
以
上
定
員
が
減
少
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
が
、
許
し
難
い
こ
と
に
代
替
と
な
る
建
物

大

山

降

太

自分で決 める」

 

ま`と「自分 の こ

を
大
学
当
局
が
い
ま
だ
建
設
し
て
い
な
い
た
め
、

吉
田
寮
自
治
会
は
東
寮
の
定
員
を
天
学
当
局
の
定

め
た
百
四
十
七
名
か
ら
二
百
十
名
強
へ
と
大
幅
に

増
や
し
、
狭
陰
化
に
耐
え
な
が
ら
そ
の
定
員
減
少

分
を
引
き
受
け
て
い
ま
す
。

さ
て
、吉
田
寮
は
も
ち
ろ
ん
今
も
自
治
寮
で
す
。

寮
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
そ
こ
に
住
む
寮

生
自
身
が
決
定
し
、
そ
の
運
営
も
基
本
的
に
は
寮

生
自
身
が
お
こ
な
い
ま
す
。
貝
体
的
に
は
、
寮
内

で
の
物
事
の
決
定
は
、
総
会
と
呼
ば
れ
る
全
員
参

加
の
会
議
で
話
し
合
わ
れ
、
こ
こ
で
は
少
数
意
見

の
切
り
捨
て
を
せ
ず
、
全
員
の
合
意
が
え
ら
れ
る

ま
で
徹
底
し
て
討
論
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
大
掃
除
や
ら
生
ゴ
ミ
穴
掘
り

(吉
田
寮
で
は
生
ゴ
ミ
は
中
庭
の
穴
に
埋
め
て
処

理
し
て
い
る
)
や
ら
、
共
同
生
活
を
行
っ
て
い
く

上
で
必
要
と
な
る
様
々
な
仕
事
に
つ
い
て
も
寮
生

全
員
で
分
担
し
て
お
こ
な
い
ま
す
。
ま
た
大
学
当

局
と
は
年
に
数
回
、
学
生
部
長
(な
い
し
副
学
長
)

と
団
体
交
渉
を
行
っ
て
話
し
合
い
、
物
事
を
決
め

て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
、
「自
治
領
」
と
い
っ
た
方

が
そ
の
雰
囲
気
を
表
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。当
然
、

入
寮
選
考
も
寮
生
自
身
の
手
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ

れ
ま
す
。
現
在
吉
田
寮
に
は
女
性
、
男
性
、
留
学

生
な
ど
様
々
な
人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
か
つ

て
は
男
子
寮
で
留
学
生
の
入
寮
も
認
め
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
入
寮
資
格
の
枠
の
変
更

も
寮
生
自
ら
が
決
め
た
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
自
治
の
理
念
を
簡
単
に
言
え
ば
、

「自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
る
」
と
か

「対
等

な
関
係
の
も
と
で
の
話
し
合
い
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る

事
柄
を
決
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。
例
え
ば
、
吉
田
寮
で
は
先
輩
一後
輩
と
い
っ

た
上
下
関
係
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
何
歳

年
が
離
れ
て
い
よ
う
が
、
仲
良
く
な
れ
ば
「○
○
、

酒
の
み
に
い
こ
う
ぜ
」
と
呼
び
捨
て
に
し
た
り
敬

語
を
使
わ
な
い
の
は
あ
た
り
ま
「禿

慣
れ
る
と
気

楽
な
も
の
で
、
こ
の
あ
た
り
が
吉
田
寮
の
居
心
地

よ
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
ま
あ
も
ち
ろ
ん
「対
等
」

な
ん
て
き
れ
い
事
通
り
に
い
っ
て
い
な
い
部
分
も

山
ほ
ど
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
も
他
人
事
に
語

れ
る
話
で
は
な
い
の
で
そ
の
辺
は
自
分
の
目
で
確

か
め
て
く
だ
さ
い
。

ち
な
み
に
、
寮
食
堂
は
八
十
年
代
の

「在
寮
期

限
」
以
来
休
業
中
で
営
業
し
て
い
な
い
の
で
、
残

念
な
が
ら
寮
食
は
食
え
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
今
で

は
そ
の
ホ
ー
ル
を
利
用
し
て
、
}年
甲
様
々
な
演

劇
や
ラ
イ
ブ
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
幾
つ

か
の
サ
ー
ク
ル
も
こ
こ
瀞
渚
動
拠
点
に
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ホ
ー
ル
も
利
用
者
の
自
主

管
理
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
月
夫
の
寮
祭
や

十
二
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
な
ど
の
イ
ヘ
ン

ト
に
一度
遊
び
に
来
て
み
る
と
よ
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

(お
お
や
ま
。お
り
た
氏
は
現
吉
田
寮
五
回
生
)

ー

三
高
生
を
率
い
て
、
松
茸
狩
り

明
治
期
の
大
学
は
、
九
月
に
開
講
し
、

七
月
に
終
了
と
な
っ
た
。

ま
だ
、
京
都
近
辺
の
自
然
が
豊
か
だ
っ

た
頃
で
あ
る
。
毎
年
、
十
月
に
な
る
と
松

茸
狩
り
に
出
か
け
て
い
る
。
岩
倉
山
や
山

科
へ
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に

は
、
学
生
監
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
三
高
生

な
ど
も
連
れ
て
い
る
。
六
十
名
ほ
ど
の
大

人
数
で
、
松
茸
を
飯
に
炊
い
た
り
、
汁
に

盛
っ
て
食
べ
て
い
る
と
言
う
か
ら
、

相
当
松
茸
が
と
れ
た
の
だ
ろ
う
。

十
一月
に
は
園
芸
部
が
寄
宿
舎
の

庭
に
栽
培
し
た
菊
を
、
籍
火
で
照
ら

し
な
が
ら
観
菊
会
。
あ
る
と
き
、
園

芸
部
が
試
験
的
に
鶏
を
飼
っ
て
養
鶏

事
業
を
試
み
た
が
、
す
ぐ
に
挫
折
し

て
い
る
。

ー

総
長
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

十
二
月
は
再
び
、
岩
倉
山
に
ウ
サ

キ
狩
り
。
三
高
生
や
一中
生
を
率
い

て
、
朝
の
三
時
に
出
発
。
五
、
六
羽

の
収
穫
が
あ
っ
た
。
時
に
、
そ
の
一

羽
を
退
任
し
た
木
下
総
長
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
て
い
る
。

一月
一日
は
、
食
堂
で
新
年
会
。

お
屠
蘇
を
飲
み
、
両
陛
下
と
寄
宿
舎

の
万
歳
を
三
唱
。

食
堂
は
平
屋
で
百
六
十
坪
と
言
う

か
ら
広
い
。
食
堂
の
北
側
に
赤
煉
瓦

作
り
の
浴
場
と
賄
い
が
あ
っ
た
。
舎

生
が
集
ま
る
場
所
は
、
食
堂
の
他
に

「乾
堂
」と
い
う
集
会
所
が
あ
っ
た
。

剣
道
柔
道
の
道
場
に
な
る
と
と
も

に
、
茶
話
会
や
懇
親
会
な
ど
に
た
び

た
び
用
い
ら
れ
て
い
る
。
乾
と
い
う

か
ら
北
西
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

ー

開
舎
記
念
日
で
芸
を
披
露

二
月
十
日
は
、
開
舎
記
念
日
。
祝

賀
式
を
尊
懐
堂
(現
教
育
学
部
横
)
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で
行
っ
た
後
、
乾
堂
で
茶
話
会
。
ま
た
万

》

歳
三
唱
。
茶
話
会
で
は
、
剣
舞
、
琵
琶
謡

罵

曲
な
ど
、
な
か
な
か
芸
達
者
で
あ
る
。

二
代
目
の
寄
宿
舎
は
造
り
が
中
廊
下

だ
っ
た
の
で
、
部
屋
が
北
向
き
と
南
向
き

の
二
種
類
が
あ
る
。
そ
こ
で
公
平
を
期
す

た
め
、
二
月
と
九
月
に
部
屋
替
え
を
行
っ

て
い
る
。

舎
生
数
が
定
員
割
れ
し
て
い
る
の
が
幸

い
し
て
、
運
動
会
を
開
催
す
る
と
き
に
訪

れ
た
高
校
生
の
宿
泊
や
、
受
験
生
の
宿
泊

に
提
供
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

食
堂
は
、お
そ
ら
く
舎
生
だ
け
で
な
く
、

広
く
学
生
に
も
開
放
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
通
学
生
に
対
し
て

投
喬
箱
を
設
け
、
食
堂
に
関
す
る
不
平
の

投
衝
を
呼
び
か
け
て
い
る
か
ら
。

明治期の京大吉田寮生 日記 のぞきみる

ー
社
会
教
育
に
庄
力

三
高
生
や
付
近
の
中
学
生
を
対

象
に
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
て
い
た

が
、今
で
言
う
社
会
教
育
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。日
記
で
見
て
み
て

も
、
毎
年
、
か
な
り
の
茶
話
会
、
講

演
会
を
寄
宿
舎
に
お
い
て
開
い
て

い
る
。

運
動
会
や
以
文
会
の
本
部
は
、寄

宿
舎
内
に
あ
っ
た
。こ
う
し
て
み
る

と
、
明
治
期
の
寄
宿
舎
は
、
現
在
の

東
大
駒
場
寮
の
よ
う
な
役
割
だ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。駒
場
寮
も
大

部
屋
で
、そ
こ
に
サ
ー
ク
ル
の
拠
点

が
あ
った
の
だ
。

こ
れ
だ
け
行
事
を
行
っ
て
い
た

ら
、総
代
は
さ
ぞ
多
忙
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
が
無

か
っ
た
ら
、
つ
と
ま
ら
な
い
だ
ろ

う
。

《 現在の吉 田寮。1913(大 正2)年 に

建設 され 、今年で86年 目にな る。
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榮大郎禽(1946年8月6日 第三種郵便物認可)第2238号

ス
ポ
ノ
ト
ラ
イ
ト
で
は
、
百
年
に
ま
た
が
る

テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
行
き
ま
す
。
一
回
目
は

「誌
と
紙
」
。

媒
体
や
紙
に
残
っ
た
吉
田
寮
は
、ζ
つ
見
え
る

で
し
ょ
う
か
。こ
れ
ま
で
一般
メ
デ
ィ
ア
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
は
決
ま
っ
て
吉
田
祭
で
し
た
。そ

れ
は
、
単
に
百
年
の
伝
統
と
、
珍
し
い
木
造
建
築

に
負
っ
て
い
る
た
め
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、禦
生
自
身
が
自
分
た
ち
で
吉
田
寮
を
ア

ピ
ー
ル
し
た
媒
体
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。以
上
を

「他
者
紹
介
編
」
と
「自
己
紹
介
編
」
に
わ
け

て
、
取
り
上
げ
ま
す
。

(編
藁
部
)

★
他
者
紹
介
編

京
大
に
は
、
京
大
関
係
者
以
外
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
が
、
京
大
の
外
で
は
な
か
な
か
よ
く
知
ら
れ

た
建
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
計
台
で
は
な
く
、
吉
田
寮

だ
。
明
治
時
代
に
創
設
さ
れ
、
大
学
の
寮
と
し
て
は
全

国
で
屈
指
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
自
治
寮
と
し
て
発

展
し
て
き
た
長
い
歴
史
と
、
現
在
の
建
物
が
大
正
時
代

に
作
ら
れ
た
木
造
で
あ
る
と
い
う
珍
し
さ
も
手
伝
っ

て
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
扱

う
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
も
、
そ
の
扱
い
方
も
様
々
で
あ
る
。

トトライスポ ツ

メディアに見る

吉田寮 ■
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恋
愛
小
説
の
舞
台
に

そ
の
う
ち
の
一
つ
九
八
年
七
月
に
出
版
さ
れ
た
「猫

の
い
る
庭
」
(か
わ
い
ゆ
み
こ

心
交
社
)
は
=ロ田
寮
を

舞
台
に
し
た
恋
愛
小
説
だ
。
仕
送
り
が
止
ま
っ
て
お
金

に
困
っ
た
院
生
が
友
人
に
勧
め
ら
れ
て
、
吉
田
寮
に

入
っ
て
年
上
の
院
生
に
恋
を
す
る
と
い
う
話
。
そ
の
中

に
織
り
込
ま
れ
て
か
る
寮
内
の
描
写
は
か
な
り
細
か
く

か
き
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
さ
く
れ
立
っ
た
畳
や
、
廊
下

に
と
も
る
む
き
出
し
の
蛍
光
灯
、
中
庭
に
生
え
て
い
る

な
ぜ
か
南
方
系
の
樹
木
…

。
そ
れ
が
本
当
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
寮
の
外
観
や
部
屋
の
様

子
が
詳
し
く
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
る
。
古
い
木
造
建
築
の

醸
し
出
す
少
し
頽
廃
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
物
語
は
進

ん
で
い
く
。
「猫
の
い
る
庭
」
は
吉
田
寮
を
直
接
対
象
に

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
吉
田
寮
を
舞
台
に
す
る

こ
と
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
充
分
に
作
品
に
生
か
し
て

い
る
。赤

裸
々
に
写
真
で
紹
介
さ
れ
る

一方
で
、
八
七
年
の
「ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
2
・
6
号

の
よ
う
に
吉
田
寮
そ
の
も
の
を
扱
った
作
品
も
た
く
さ

ん
あ
る
。
様
々
な
角
度
か
ら
撮
ら
れ
た
吉
田
寮
。
ア
サ

ヒ
グ
ラ
フ
で
は
寮
の
外
観
よ
り
も
、
む
し
ろ
寮
内
で
生

活
す
る
人
々
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
様
に
思
う
。

そ
の
中
に
は
、
バ
ン
ト
活
動
を
す
る
人
が
お
り
、
バ
イ

ト
を
し
な
が
ら
シ
リ
ア
語
を
研
究
す
る
人
が
い
る
。
寮

に
人
が
暮
ら
す
様
子
は
、
寮
が
特
殊
な
場
所
で
は
な
く

て
、
当
た
り
前
に
生
活
を
す
る
場
所
で
あ
る
事
を
思
い

出
さ
せ
る
と
同
時
に
、
掃
除
の
行
き
届
い
た
床
や
階
段

の
様
子
は
、
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
空
間
の

維
持
の
大
変
さ
を
ほ
の
か
に
感
し
さ
せ
る
。

移
転
反
対
が
テ
ー
マ

吉
田
寮
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
出
没
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
雑
誌
「コ
ー
ラ
ス
」
九
七
年
八
月
号
(集
英
社

刊
)
に
載
っ
て
い
る
「て
ん
ぐ
」
(本
田
恵
子
作
)
で
は

再
び
恋
愛
も
の
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
廃
寮
化
を
阻

止
す
る
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
吉
田
寮
に
住
む
こ
と
に

な
っ
た
主
人
公
の
女
性
が
寮
生
と
恋
に
落
ち
る
過
程
が

描
い
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
恋
愛
の
話
よ
り
も
吉
田
寮

の
描
写
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
謡
し
声
が
筒
抜
け
の

薄
い
壁
。
か
び
く
さ
い
臭
い
。
乱
雑
な
物
干
し
。
朽
ち

か
け
の
建
物
Q
最
初
は
彼
女
も
例
に
も
れ
ず
こ
う
し
た

も
の
を
嫌
っ
て
い
た
が
、
最
後
に
は
初
の
女
性
寮
生
に

な
っ
て
し
ま
う
。
彼
女
が
吉
田
寮
に
ひ
か
れ
た
も
の
は

何
だ
った
の
か
。そ
れ
は
、
「お
金
で
は
か
え
な
い
も
の
」

た
っ
た
。
い
つ
も
誰
か
が
そ
こ
に
い
る
空
間
。
「ひ
さ
し

ぶ
り
に
本
当
に
お
い
し
い
空
気
を
吸
っ
て
い
る
気
が
し

て
る
」
と
い
う
セ
リ
フ
。
外
の
世
界
に
は
な
い
何
か
が

吉
田
寮
に
は
あ
る
の
だ
。
マ
ン
ガ
の
中
で
は
「西
田
寮
」

「空
都
大
学
」
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
ど
う

考
え
て
も

「吉
田
寮
」
「京
都
大
学
」
に
違
い
な
い
。

そ
の
他
諸
々

こ
の
ほ
か
に
も
、
九
三
年
二
月
一
七
日
の
京
都
新
聞

タ
刊
に
学
生
自
治
寮
の
現
在
の
姿
と
し
て
登
場
。
「大
学

の
選
び
方
95
」
(週
刊
朝
日
増
刊
)
で
は
、
学
生
寮
特
集

の
中
に
他
大
学
の
寮
に
混
じ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
映
画
「連
合
艦
隊
」
の
中
で
、
吉
田
寮
前
の
銀

杏
並
木
が
ロ
ケ
に
使
わ
れ
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
姿
を
見
せ
る
吉
田
寮
。
こ
れ
か
ら
も
い

ろ
い
ろ
な
魅
力
を
そ
の
時
々
で
見
せ
て
く
れ
る
に
違
い

な
い
。
と
は
い
え
、
京
大
外
の
人
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
し

て
知
る
し
か
な
い
が
、
京
大
に
い
る
人
は
自
分
の
目
で

確
か
め
て
み
て
は
い
か
が
ワ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

★

自
己
紹
介
編

吉
田
寮
自
身
が
残
し
た
文
書

百
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
吉
田
寮
白
ら
が
ま
と
め
た

文
章
は
多
い
。
こ
れ
だ
け
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の
は
、

伝
統
の
あ
る
吉
田
寮
な
ら
で
は
で
他
の
寮
に
は
無
い
。

自
己
紹
介
編
で
は
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
よ
う
。

〈
以
文
会
誌
〉

ま
ず
、
「以
文
会
誌
」
。
こ
れ
は
一九
〇
九
年

(明
治

四
十
二
年
)
に
で
き
た
全
学
的
文
化
団
体
「以
文
会
」
、

広
く
京
大
生
を
対
象
に
発
行
し
た
雑
誌
て
、
毎
回
の
よ

う
に
寮
日
誌
の
抄
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
文
会
規

則
で
も
、
雑
誌
に
関
し
て

「本
会
、
京
都
帝
国
大
学
、

寄
宿
舎
、
運
動
会
、
各
分
科
大
学
、
各
教
室
等
に
関
す

る
記
事
を
登
載
し
学
生
生
活
の
概
況
を
報
告
す
」
と
定

め
ら
れ
て
い
た
。
「学
友
会
誌
」
に
も
同
様
の
寮
日
誌
が

綴
ら
れ
て
い
る
。

〈
京
都
帝
国
大
学
脊
宿
舎
誌
(そ
の
一
)
〉

次
は
【九
一
〇
年
(明
治
四
十
三
年
)
二
月
か
ら
一

九
}
二
年

(明
治
四
十
五
年
)
六
月
に
か
け
て
三
号
の

み
発
行
さ
れ
た
「京
都
帝
国
大
学
寄
宿
舎
認
」
。
「以
文

会
誌
」
の
箭
宿
舎
欄
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
寄
宿
舎
の
主

張
を
広
く
学
内
に
伝
え
よ
う
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
よ

う
だ
。
内
容
は
寄
宿
舎
論
、
寄
宿
舎
生
活
の
紹
介
、
O

B
(舎
友
と
呼
ぱ
れ
た
)
通
信
な
ど
。
第
三
号
に
は
自

主
解
散
の
顛
末
が
詳
し
く
雷
か
れ
て
い
る
。
実
物
は

左 から電柱 ファン、吉田寮資料 集、京都帝 國大学 寄宿舎誌
(その1)、 吉田寮新聞 、去来、

 

入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
戦
前
は
「友
松
」
と
い
う
名

前
の
舎
誌
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
戦
後
一九
五
一
年
(昭

和
二
十
五
年
)
十
月
に
、
そ
の
「友
松
」
を
復
活
す
べ

く
始
ま
っ
た
の
が
、
舎
誌
「去
来
」
。
ほ
ぼ
毎
年
発
行

さ
れ
た
が
、
一
九
六
八
年

(昭
和
四
十
三
年
)
三
月
の

十
五
号
が
最
終
弓
と
な
る
。
そ
う
、
京
大
闘
争
の
前
年

で
あ
る
。
寄
宿
舎
誌
「去
来
」
に
は
、
論
考
や
詩
の
ほ

か
に
、
卒
業
者
の
メ
ノ
セ
ー
ジ
や
部
屋
割
も
掲
載
さ
れ

て
い
て
、
今
と
な
っ
て
は
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
平
沢

興
総
長
の
寄
稿
も
あ
る
。
「去
来
」
最
終
号
に
は
、
当
時

の
吉
田
寮
闘
争
委
員
会
の
若
狭
雅
信
の
詩
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
後
に
「高
城
修
三
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で

と
し
て
「揺
の
木
祭
り
」
(漢
字
不
明
)
で
芥
川
賞
を
受

賞
す
る
。
こ
れ
ら
の
寄
宿
舎
誌
は
、
吉
田
寮
自
治
会
の

文
化
部
が
発
行
し
た
。

〈
京
都
帝
国
大
学
寄
宿
舎
誌
(そ
の
一
ζ
V

印
刷
物
で
は
な
い
が
、
和
紙
に
毛
筆
で
綴
ら
れ
た
回

覧
雑
誌
が
一
九
〇
六
年

(明
治
三
十
九
年
)
よ
り
昭
和

期
初
め
に
か
け
て
作
ら
れ
、
こ
れ
も
寄
宿
舎
誌
と
呼
ば

れ
た
。
内
容
は
、
舎
生
た
ち
の
寄
宿
舎
論
、
寄
宿
舎
行

事
の
記
録
、
随
想
、
小
説
、
旅
行
記
(含
写
真
)
、
ポ

ン
チ
画
な
ど
多
様
で
あ
る
。
総
務
日
誌
も
生
の
貴
重
な

生
盾
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
部
分
が
附
属

図
書
館
に
、
他
の
一部
が
現
在
の
吉
田
寮
に
保
管
さ
れ

て
い
る
o
以
上
の
、
「寄
宿
舎
誌
」
と

「総
務
日
誌
」
を

後
年
、吉
田
寮
O
B
が
復
刻
し
た
の
が
七
百
頁
も
の
「京

都
帝
国
大
学
寄
宿
舎
誌
」
。
一九
八
六
年
刊
行
。
限
定

三
百
部
印
刷
さ
れ
た
。
史
実
を
重
ん
し
、
忠
実
に
日
誌

を
再
現
し
て
い
る
。
明
治
期
か
ら
、
昭
和
の
十
五
年
戦

争
ま
で
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
発
行
は
、
有
志
の
舎
誌

編
纂
委
員
会
に
よ
る
。

〈
吉
田
寮
新
聞
V

一九
八
四
年
か
ら
一九
九
三
年
ま
で
、
文
化
部
が
吉

田
寮
新
聞
を
発
行
し
た
。
在
寮
期
限
の
到
来
に
よ
り
、

寮
外
に
吉
田
寮
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
い
う
狙
い

と
、
寮
生
自
身
の
表
現
の
深
化
の
た
め
に
始
ま
っ
た
。

内
容
の
充
実
さ
と
、
広
く
購
読
を
呼
び
か
け
た

(ミ

ニ
コ
ミ
専
門
店
や
生
協
な
ど
に
お
い
た
)
こ
と
か
ら
、

多
く
の
読
者
を
獲
得
し
毎
月
の
刊
行
に
も
関
わ
ら
ず
、

か
つ
て
の
寄
宿
舎
誌
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
ボ
ル
テ
ー

ジ
を
維
持
し
た
。
し
か
し
、
在
寮
期
限
が
終
結
し
、
狙

い
の
消
失
と
共
に
、
内
容
が
吉
田
寮
生
の
支
持
を
得
ら

れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
発
行
費
用
の
負
担
増
か
ら
、
残

念
な
が
ら
一
九
九
三
年
の
寮
生
大
会
で
発
行
中
止
が
決

定
。
通
刊
七
十
五
号
。
そ
の
後
一九
九
三
年
に
復
刊
。

現
在
に
至
る
。

〈
電
柱
フ
ァ
ン
〉

吉
田
寮
内
に
編
集
部
が
あ
った
ミ
ニ
コ
ミ
雑
誌
。

そ
の
前
身
「自
転
車
を
除
く
」
と
と
も
に
、
多
く
の
寮

生
が
編
集
に
関
わ
っ
た
。
こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、
吉
田
寮

新
聞
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
全
く

の
有
志
団
体
に
よ
る
発
行
。

一九
八
三
年
に
鴨
川
の
川
べ
り
で
白
衣
を
着
た
調
査

隊
が
メ
ジ
ャ
ー
を
持
っ
て
ア
ベ
ノ
ク
と
ア
ベ
ノ
ク
の
距

離
を
時
系
列
で
計
っ
た
。
そ
の
と
き
、
ア
ベ
ノ
ク
同
士

が
、
ア
ベ
ノ
ク
の
数
に
応
じ
て
距
離
を
調
整
し
な
が
ら

等
間
隔
に
座
る
こ
と
を
、
京
都
で
初
め
て
明
ら
か
に
し

た
。
動
物
の
本
能
的
な
防
衛
距
離
の
取
り
様
を
、
鴨
川

の
ア
ベ
ノ
ク
で
実
証
し
た
と
こ
ろ
が
画
期
的
で
、
こ
の

特
集
は
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
に
引
用
さ
れ
た
。

〈
記
念
誌
V

O
B
に
よ
る
記
念
誌
と
し
て
は

「野
田
も
と
さ
ん
追

悼
集
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一九
四
〇
年
か
ら
二
十
年

間
つ
と
め
ら
れ
た
寮
母

「野
田
も
と
」
さ
ん
が
一九
八

*
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
O
B
が
逼
悼
集
と
し

て
ま
と
め
た
も
の
。
終
戦
直
後
の
苦
学
生
が
多
か
っ
た

頃
、
縫
い
物
を
し
て
も
ら
っ
た
り
あ
る
時
は
小
遣
い
を

も
ら
っ
た
り
と
、
世
話
に
な
る
寮
生
が
多
く
、
卒
業
後

も

「野
田
の
あ
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
慕
わ
れ
、
O
B

会
が
開
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
最
近
で
は
一九
九
七
年
(平
成
九
年
)
に
、

一九
五
六
年
(昭
和
三
十
一年
)卒
業
者
を
中
心
に
「銀

杏
並
木
よ
永
遠
に
一
一京
大
吉
田
近
衛
寮
の
青
春
像
」

と
い
う
文
集
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
在
学
当
時

の
思
い
出
を
綴
っ
た
文
集
で
あ
る
。
有
志
の
編
築
発
行

委
員
会
の
発
行
。

〈
吉
田
寮
資
料
集
〉

さ
て
一
九
九
四
年
に
は
、
一九
八
五
年
か
ら
一九
九

〇
年
ま
で
の
吉
田
寮
の
廃
寮
反
対
闘
争
の
生
資
料
を
集

め
た
「在
寮
期
限
の
到
来
か
ら
そ
の
終
結
へ
」
と
い
う

冊
子
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
自
治
会
方
針
や
、
学
内
各

団
体
の
チ
ラ
シ
、
大
学
当
局
の
発
行
物
な
ど
を
網
羅
し

た
内
容
で
、
発
行
は
「資
料
集
を
公
刊
す
る
会
」
と
い

う
有
志
団
体
。

年月日 吉田寮の動 き 日本 世界の動き

1897(明 治37)年9月11日 京都大学寄宿舎、大学本部事務室の一角を借りて開設。
大学の総学生数53人 、舎生四人。

京都帝国大学創設
理工科大学開設

雪898(明治31)年8月 三高の寄宿舎を譲り受け京都帝国大学寄宿舎とする。
現附属図書館の北東に位置する。

法科 医科大学開設

1901(明 治34}年 当時の学生の生活費は月額17円 程度
(授 乗料2円50銭 、舎費75銭 、食費5円10銭 、雑費8円50銭}。

1903{明 治361年 舎監 を学生監 と改称。(1928年 に学生主事に)

1905{明 治38)年12月 舎生有吉56名 が規則と自冶組織を作ろうと提起するが、舎生大会で否決される。
木下広次総長は寄宿舎閉鎖を発令。舎生は反対したが敗れて退散。当時舎生82人。

日露戦争

1906{明 治39,年1月 木下総長が寄宿舎再開を告示。2月ID日 学生監が選抜した57人 の新舎生の入舎式。
前年の改革有志の発案に沿った自冶組織が成立。

文科大学開設

1911(明 治鱗)年7月 山本学生監が舎生に、来年7月 寄宿舎を閉舎し、翌翌年9月 に新寄宿舎を建設すると通告。韓国併合
9月 休暇明け1_新寄宿舎案を知った舎生は学生監に1年 間の空白への対策を交渉。舎生の
「仮寄宿舎設置」等の要求を大学側が拒否。聰2月15日 舎生らは舎生総会で自ら寄宿舎解
敷を決議。

1912{明 治45)年2月 ¶0日 解散式7月15日 大学が正式に寄宿舎を閉舎する。
`

1913{大 正2}年11月 近衛町に2階 建ての新寄宿舎開舎(現 在の吉田寮》。舎生117人 。

1914{大 正3)年3月 舎生規約と実行箇条を制定。
冒頭に1906年 の 「縁長の告示」を掲げ 「自治生活を営む」と宣言。

第一次大戦

1915(大 正4)年11月 舎内の談話部主催の講演会に河上肇が来舎。

1918〔大正7)年 入舎の面接選考に総務(舎 生}3名 が参加することになる。学生監2票 。給務各1票 。

1925(大 正14)年12月 京都学連事件。京大社会科学研究会の逮捕者18人 中に舎生1入 が含まれ、
川端暑の刑事が大学晶_舞断で家宅撞査。舎生大会が問題捷起。
1926(大正15)年4月 この年の入舎選考は欠員40に 対し希望者271。

⑲26(大 正15}年4月 この年の入舎選考は欠員40に 対し希望者271。

1930(昭 和51年 食堂の業者請負をやめ、自炊 制度開始。
II月 自炊制度 を記念 し記念祭(コ 〆パ)を 開 き、この年以後定例に。

1935〔昭和10,年 寄宿舎敷地が三高の管轄に。存廃問題わこる。

1941(昭 和16}年3月8日 中寮27号 室で火事発生、中寮ほぼ全焼。 大平洋戦争開始

1942(昭 和1716月 中寮が再建される。10月 京都帝国大学報国隊の下部組織として寄宿舎報国隊結成。
南 中 北の各寮小隊1隔分かれる。

1943(昭 和18}年11月21日 食堂で学徒出陣壮行会。舎生多数が退舎。

1脚(昭 和23)年12月 舎生規約改正 冒頭の木下総長告示を削る。

1951〔昭和26)年9月21日 舎生大会て進駐軍に接収されていた楽友会館の即時返還
要求を決議し運動開始(翌年返還)。

サノフラ〆!ス コ平和条約

1953(昭 和28)年6月23日 宇治寮開設
12月1日 大学は舎生の松浦玲(文3同 学会総務中央執行委員)の放校処分を決める。舎
生大会は全員一致で処分反対を決議。

1954(昭 和291年 3月27日 大学当局が 「松浦君が退舎するまで新入舎生募集をさせない」と通告。
4月ll日 舎生大会で 「止むを得ず松浦君の退舎を認む」と決定。

1955(昭 和301年 12月 笛日元舎生松浦玲の放学処分取り消し請求訴訟の最終公判で京都地裁は原告の請求 保守合同
を棄却。
「京都大学学生寄宿舎自冶憲章」が制定されるが厚生課長の申し出があり内規的に扱われ
る。

1959(昭 和34}隼5月7日 「京都大学学生寄宿舎吉田寮西寮」が発足。定員64名 。

6月5日 女子寮開設。定員35名 。

1962年7月25日 学徒厚生審議会答申 大学における学寮の管理運営の改善とその整備目標について」。文
部省の戦後学寮政策確立の初期。学寮は厚生施設であるとともに教育施設(1971年中教審答申
で覆される)。

1964年2月18日 文部省通達 学寮における経費の負担区分について」(218通 達}。 オリ/ノ ク東京大会

8月 「○○大学学寮管理運営規則(参考案)」(○管規)、文部省により作成。文部省の学寮政策
の主軸が固まる。京大の寮運動は文部省政策の実質化阻止の方向へ。

1965年4月13日 熊野寮〔学部寮)開寮。室町寮(大 学院寮)開 寮。

1968年 増寮運動活発化。一方て吉田寮敷地への校舎建設計画 「京大20箇年長期整備計画」明るみL
。

東大紛争

1969年 ↑月

4月21日

岡本総長縫団交。全寮闘争委員会による学生部封鎖。京大闘争はじまる。

文部省通達 「大学内における正常な秩序の維持について」(421通 達)。

1972年2月22日 寮自治会による入寮選考の確立。吉田寮 熊野寮の委員会が入寮選考を行い合格者の氏名
を京大新聞に発表する方式に同音する確約。この年、看護学校瑞穂寮への吉田寮生の 「ス
トーム」が問題L。 糾弾を通して性差別問題が顕在化。
「中央教育審議会」最終答申。「寮は紛争の根源地」。

日中共同声明

1974年 民生同盟系寮生、吉田寮生を傷害事件て告発するとともに退寮。

1975年9月4日 文部省通達 国立学校学生寄宿舎の維持管理について」。

⑲77年 修学院新寮計画消滅。

1978年3月7日

4月20日

7月19日

京都大学国有財産取扱規程(37規 程)制 定。

文部省逓知 「学園における秩序の維持等について」(420通知)。

沢田敏男学生部長、吉田寮 熊野寮との団交の場1_機動隊導入。
これ以後10年kわ たる廃寮化攻撃はしまる。

1979年 9月 生4日 会計検査院、岡本総長に対し、吉田寮 熊野寮について 占拠状態」と規定 共通一次開始
寮食堂炊事人の人件費 水光熱費の大学負担を「予算の適正な執行とは認められない」と
指摘。
に月3日 文部省、19大学の学生部次長 厚生課長を招集して老朽寮改築計画の提出を求
める。

1月10日 「学寮における当面の諸問題に関する学生部の基本的な方針」〔学生部長 翠川修

7981-8081)、 吉田寮 熊野寮の寮生に送付。以後、歴代学生部長による文書相次 く。
12月 聰3日 学生部委員会Lお いて、吉田寮 熊野寮に対 し 入寮募集停止措置の方針て望
むことを決定。

学生部委員懇談会、入寮募集停止措置方針を放棄、基本方針を策定して全学の方針とする
ことを決定。

在寮期限」方式に よる自冶寮 「正常化 〔=廃寮)」 方針決定。
評議会 吉田寮の在寮期限 を昭和61年3月31日 とする(マ マ)」 と決定。

4月15日 および5月18日 時計台2階 や学生部棟 への 「建造物侵入」他で学生8名 逮捕

内5名 起訴(518弾 圧)。
この頃 学内への機動隊導入相次く。

吉田寮自冶会、水光凱費負担区分支払いに応しる。

在寮期限」実質化阻止に向けて寮生 学生他の運動が活発化。
この年女子受け入れ開始。

在寮期限」到来。守衛1名 町寮へ配転、炊フ2名 北白川スf一 ノセ!タ ーへ配置転換、
寮食堂閉鎖。京都大学掲示第9号 により吉田寮への入寮禁止が告示。朝尾学生部長、吉田寮自治会委員長宛

L「 吉田寮からの退寮について(通 知)」を送付。
3月付 「吉田寮の在寮期限到来にあたって」(学生部畏朝尾直弘)、発表。「当面4月1日
以降は仮L「 執行中」とよび、その期間中、寮の機能を縮小する措置をとりつつ 寮生L
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1986年3月31日

1987年3月1日 京都大学掲示第3号 により吉田寮への入寮禁止が告示。
吉田寮自冶会による新入寮生募集は継続。

1988年 8月4日 老朽化の著しい吉田西寮IV棟 を撤去。
10月17日 学生部委員会、「本年度中に在寮期限設定に伴っ吉田寮問題の解決をみるよっ努

力する」との基本方針を決定。
10月31日 吉田寮自治会、評議員に対し 「公開質問状」。自治寮存続に向けた運動活発化。

19891平成元}年1月12日 他 吉田寮自冶会と河合隼雄学生部長との 「在寮期限」整結に関する団交。
吉田西寮取り壊し 自冶会より名簿提出。
4月18日 評議会、「在寮期限」終了を承認。

1990年7月 留学生受け入れ開始。 セ/タ ー試験開始

1991年 度 院生 鹿講生 研究生 医療技術短期大学部生を含めた京大生全体を入寮募集の対象L。 湾岸戦争

憎94年度 京都大学学生との同居の切実なZ要 性」が認められる者を入寮募集の対象に加κる。

1995年1月23日 阪神 淡賂大震災被災者受け入れを決定。のち1名 受け入れ。 阪神 淡路大震災

1996年 10月31日 才ケサー クルBOXよ り出人BOXを 全焼 吉田寮食堂を半焼。

ll月27日 京都大学新聞社との協力関係 を確認。

栂97年 7月n日20年 ふりに総長団交が開かれる。吉田寮自冶会 も参加。

12月21日 再建!ヤ ワー室 洗濯場使用開始。吉田寮食堂、演劇会場として相当有名`_。 京
都の自主的文化活動 に寄与(利 用には共同管理への参加がZ要)。

1998年 吉田寮自治会、新自治寮獲得方針を再確認

繭
砺蜘 〃

'邸 アルバム

京都大学年鑑
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