
 
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
学
会
で
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
協
議
会
の
テ
ー
マ
と
し
て
、「
読
む
こ

と
」
の
領
域
に
お
け
る
学
習
指
導
の
問
題
を
取
り
上
げ
、「
読
む
力
」
を
育
て
て

い
く
た
め
に
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
授
業
に
生
か
し
て
い
け
ば
よ
い

の
か
と
い
う
議
論
を
始
め
た
。
二
〇
〇
七
年
度
は
「
小
説
教
材
」、
二
〇
〇
八
年

度
は
「
説
明
的
文
章
教
材
」
を
取
り
上
げ
、
今
年
度
は
「
古
典
（
古
文
）
教
材
」

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
折
し
も
二
〇
〇
八
年
三
月
（
高
校
は
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
公
示
さ
れ
た
新

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、「
言
語
活
動
例
」
が
各
領
域
の
「
内
容
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
と
も
に
、［
言
語
事
項
］
と
呼
ば
れ
て
き
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
［
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
］
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
変
更

に
よ
っ
て
小
学
校
に
お
い
て
も
古
典
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
中
学
校
以
上
の
国
語
科
に
お
け
る
「
古
典
」
教
材
の
扱
い
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
材
の
学
習
指
導

に
お
い
て
は
、
何
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し

て
日
々
の
授
業
を
営
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
の
ス

タ
イ
ル
を
求
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
点
を
中
心
課
題
と
し
て
、
協

議
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
　
実
践
報
告
・
提
案
の
特
徴
と
問
題
意
識

１
　
武
久
康
高
氏
の
場
合

　
武
久
氏
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
高
等
学
校
新
学
習
指
導
要
領
「
国
語
総
合
」

の
「
読
む
こ
と
」
領
域
に
お
い
て
「
言
語
活
動
例
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「
作
品
の
読
み
比
べ
や
批
評
」
は
、
ど
の
よ
う
な
教
材
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り

効
果
的
に
展
開
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
材
化
の

観
点
と
し
て
「
人
生
の
局
面
を
切
り
取
っ
た
パ
タ
ー
ン
認
識
」
を
取
り
入
れ
て

み
た
い
と
提
案
す
る
。

　
例
え
ば
、「
恋
」
の
物
語
で
あ
れ
ば
、「
女
を
盗
む
／
女
と
逃
げ
る
」
と
い
う

定
型
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
伊
勢
物
語
第
六
段

「
芥
川
」、
今
昔
物
語
巻
二
七
―
七
、
大
和
物
語
第
一
五
五
段
「
山
の
井
の
水
」、

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

５０

古
典
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
己
を
問
い
直
す
授
業
実
践
の
構
築

田
　
中
　
宏
　
幸
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源
氏
物
語
「
若
紫
」
な
ど
を
読
み
比
べ
て
い
く
こ
と
で
、
古
典
の
世
界
の
パ

タ
ー
ン
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
詳
細
に
検
討
し
、
そ
こ
に
は
ど
の

よ
う
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
中
で
い
か
に
意
味
づ
け

ら
れ
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見
方
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
教
材
開
発
の
提
案
で
あ
る
。

２
　
間
瀬
由
美
氏
の
場
合

　
間
瀬
氏
は
、
半
年
間
（
二
八
回
）
を
か
け
て
、
高
校
一
年
生
の
「
朝
プ
リ
ン

ト
学
習
の
時
間
」
を
活
用
し
、
帯
単
元
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
全
文
を
読
む
実

践
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
は
、
絵
本
と
は
異
な
っ
た
原
作
の
魅
力
に
出
会
わ
せ
、

当
時
の
価
値
観
の
中
に
い
る
語
り
手
と
今
の
自
分
と
を
対
峙
さ
せ
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。

　
通
常
の
授
業
と
は
異
な
る
読
み
方
、
い
わ
ば
「
連
続
ド
ラ
マ
」
風
に
少
し
ず

つ
読
ん
で
い
く
に
は
、
プ
リ
ン
ト
作
り
に
も
数
段
の
工
夫
が
要
求
さ
れ
る
。
内

容
の
区
切
り
方
、
見
出
し
の
示
し
方
、
口
語
訳
の
扱
い
、
内
容
理
解
の
問
題
づ

く
り
、
通
常
の
授
業
と
関
連
づ
け
た
文
法
事
項
の
確
認
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
学

習
意
欲
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
作
品
全
体
を
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
学
習
に
よ
っ
て
『
竹
取
物
語
』
に
関
心
を
持
っ
た
生
徒
た
ち
は
、
文
化

祭
で
「
く
ら
も
ち
の
皇
子
」
を
中
心
に
シ
ナ
リ
オ
化
し
、
上
演
し
て
い
っ
た
と

い
う
。
作
品
に
魅
力
を
感
じ
た
生
徒
た
ち
は
、
自
発
的
に
表
現
活
動
に
展
開
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　
金
子
直
樹
氏
の
場
合

　
金
子
氏
は
、
古
典
の
学
習
の
意
義
を
、「
古
典
の
情
緒
が
分
か
っ
た
」
と
い
う

こ
と
で
終
わ
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
テ
キ
ス
ト
と
自
分
と
の
関
係
を
見
出
し
、

自
己
を
問
う
契
機
と
な
る
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
章

段
を
重
ね
読
む
と
い
う
方
法
を
取
り
入
れ
る
。

　
例
え
ば
、『
枕
草
子
』
第
二
五
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
に
よ
っ
て
、
類
聚
的

章
段
の
「
文
体
」（
共
通
感
覚
の
項
目
列
挙
か
ら
清
少
納
言
自
身
の
経
験
や
観
察

に
基
づ
く
感
覚
へ
と
い
う
構
成
）
を
発
見
さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
を
他
の
章
段

（
第
七
五
段
「
あ
り
が
た
き
も
の
」、
第
二
七
六
段
「
う
れ
し
き
も
の
」、
第
九
五

段
「
ね
た
き
も
の
」、
第
一
二
五
段
「
む
と
く
な
る
も
の
」
な
ど
）
に
も
応
用
さ

せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
重
ね
読
み
に
よ
っ
て
、
清
少
納
言
の
感
覚
や
表
現
を

と
ら
え
さ
せ
て
い
く
工
夫
（
比
喩
的
に
言
え
ば
、
古
典
を
差
し
出
す
「
手
つ
き
」

の
問
題
）
が
大
事
だ
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
学
習
の
成
果
は
、
毎
時
間
の
担
当
者
が
記
録
す
る
「
生
徒
学
習
記

録
」
に
如
実
に
表
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
記
録
を
次
時
に
紹
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
各
自
が
自
分
の
問
題
と
引
き
つ
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

金
子
氏
は
、
ど
の
学
年
に
お
い
て
も
、
数
多
く
の
古
典
と
出
会
わ
せ
、
発
見
し

た
こ
と
を
自
由
に
発
言
す
る
よ
う
に
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
　
協
議
の
実
際

　
上
記
の
提
案
を
受
け
て
、
次
の
六
点
が
協
議
の
柱
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

想
定
さ
れ
た
。

　
第
一
、
古
典
の
学
習
指
導
で
、
何
を
め
ざ
す
の
か
。
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第
二
、
古
典
を
読
む
と
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
な
の
か
。

　
第
三
、
ど
の
よ
う
な
学
習
材
を
選
択
し
、
組
み
合
わ
せ
る
か
。

　
第
四
、
読
み
の
構
え
を
ど
の
よ
う
に
持
た
せ
て
い
く
の
か
。

　
第
五
、
理
解
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
表
現
に
転
化
さ
せ
る
か
。

　
第
六
、
語
彙
や
文
法
等
の
習
得
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か
。

　
し
か
し
、
実
際
の
協
議
に
お
い
て
は
、
武
久
氏
の
「
古
典
学
習
に
よ
っ
て
パ

タ
ー
ン
認
識
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
教
材
を
組
み
合
わ
せ
て
い

け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
提
案
を
軸
に
、
議
論
は
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　
武
久
氏
の
提
案
に
賛
同
す
る
意
見
は
、
藤
井
氏
（
平
取
高
）
か
ら
出
さ
れ
た
。

「
古
事
記
」
の
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
と
「
桃
花
源
記
」（
陶
淵
明
）
の
共

通
点
を
生
徒
た
ち
が
見
出
し
、
古
典
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
信
木
氏
（
尾
道
大
）
か
ら
は
、「
今
も
昔
も
一
緒
だ
と
考
え
て
パ
タ
ー

ン
・
類
型
性
が
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
差
異
の
部
分
に
こ
そ
意
味
が

あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
異
議
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、「
作
品

と
い
う
も
の
は
、
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
意
図
的
に
ず
ら
し
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
『
こ
と
ば

の
働
き
』
そ
の
も
の
を
学
ば
せ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
提
案
も
加

え
ら
れ
た
。

　
こ
の
議
論
は
さ
ら
に
「
古
典
の
作
品
相
互
あ
る
い
は
古
典
と
現
代
と
の
共
通

点
・
差
異
点
を
、
誰
が
発
見
す
る
の
か
」
と
い
う
学
習
指
導
の
仕
掛
け
方
の
問

題
に
発
展
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
金
子
氏
は
、「
生
徒
た
ち
は
最
初
は
『
古
典
は

分
か
ら
な
い
』
と
い
う
が
、
類
型
的
に
捉
え
や
す
い
教
材
を
重
ね
読
み
さ
せ
て

い
く
と
、
自
分
の
力
で
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の

仕
掛
け
方
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
間
瀬
氏
は
、「
生
徒
た

ち
は
最
初
の
う
ち
は
『
徒
然
草
』
に
違
和
感
を
覚
え
て
も
、
時
代
の
価
値
観
の

中
で
揺
れ
て
い
る
人
間
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
着
目
さ
せ
る
と
、

わ
か
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
」
と
指
摘
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
現
代
の
学
習
者
の
実
態
か
ら
問
い
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
出
雲
氏
（
県
立
広
島
大
）
で
あ
る
。「
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
何
事
に

対
し
て
も
大
ま
か
な
パ
タ
ー
ン
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
、
表
現
を
微
細
に
見
て
い
く
こ
と

も
疎
か
に
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
方
法
と
し
て
「
型
」
を

見
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
生
活
と
結
び
つ
け
て
い
く
形
で
授
業
展
開
が
で
き
な

い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
山
元
氏
（
広
島
大
）
か
ら
は
、「
学
習
者
は
古
典
と
ど
う
や
っ
て
出

会
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
新
学
習
指
導
要

領
で
は
小
学
校
か
ら
多
く
の
古
典
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
前
提
に
し

て
、
中
・
高
校
で
は
ど
の
よ
う
に
深
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
提
案
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
を
受
け
て
、
村
山
氏
（
附
属
福
山
中
高
）
は
、「
差
異
の
発
見
と

い
う
こ
と
と
自
分
の
生
活
の
見
直
し
と
は
、
少
し
隔
た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
例
え
ば
、
間
瀬
実
践
で
、
生
徒
が
か
ぐ
や
姫
を
小
悪
魔
的
な
存
在
と
捉
え

て
い
る
点
に
少
し
違
和
感
を
覚
え
る
。
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
拒
否
は
、
彼
女
の
抵

抗
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
。

　
ま
た
、
菅
原
氏
（
文
教
女
子
大
）
か
ら
は
、「
古
典
学
習
を
パ
タ
ー
ン
の
習
得

で
終
始
さ
せ
て
よ
い
の
か
。
古
典
教
育
の
意
義
は
、
作
中
人
物
や
事
件
と
の
出

会
い
を
保
証
し
、
そ
れ
を
切
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
取
り
、
人
生
経
験
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の
一
つ
と
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

四
　
協
議
の
ま
と
め

　
以
上
の
協
議
を
通
し
て
検
討
さ
れ
、
今
後
の
実
践
課
題
と
し
て
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
は
、
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
は
、
古
典
と
ど
の
よ
う
に
出
会
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品

と
出
会
う
と
き
に
は
、
い
っ
た
ん
作
品
に
同
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
の
手
立
て
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
作
品
を
対
象
化
し
、「
批
評
」
の
観
点
を
も
っ
て
見
る
経
験
を
ど
の

よ
う
に
作
り
出
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
だ
単

に
、
共
通
点
や
差
異
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
作
品

と
の
対
話
が
自
己
の
問
い
直
し
に
つ
な
が
る
実
践
を
ど
の
よ
う
に
作
り
出
し
て

い
く
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
一
つ
だ
け
の
教
材
を
精
読
す
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
教
材
の
組

み
合
わ
せ
の
な
か
で
新
し
い
授
業
づ
く
り
を
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
単
元
づ

く
り
が
適
切
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
実
践
課
題
を
解
決
し
て
い
く
方
向
性
を
、
ど
こ
に
見
出
せ
ば
よ
い

か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、
竹
村
会
長
に
よ
る
閉
会
挨
拶
に
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ

る
。
竹
村
氏
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。「
今
日
の
提
案
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
批
評
す
る
た
め
に
は
、
読
ま
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の

か
。
物
語
の
パ
タ
ー
ン
は
認
識
の
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
っ
て
、
過
去
か
ら
現
在
へ

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
と
同
時
に
、
先
人
は
、
パ
タ
ー
ン
そ

の
も
の
を
更
新
し
て
い
く
過
程
で
新
し
い
も
の
を
創
造
し
て
き
た
。
こ
の
多
く

の
パ
タ
ー
ン
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
古
典
の
世
界
全
体
に
つ
い
て

見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
古
典
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
現
代
文
学
や
現
代
社
会
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
多
く

を
読
ま
せ
て
い
け
ば
、
生
徒
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
と
自
由
に
語
り
始
め
る
。
と
き

に
は
劇
に
ま
で
仕
上
げ
て
い
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
今
日
の
ご
報
告
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
古
典
の
授
業
で
は
、
い
か
に

古
典
そ
の
も
の
の
情
報
量
を
増
や
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。」

　
こ
の
ま
と
め
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
で
は
、
い
か
に
多

く
の
作
品
と
出
会
わ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
古

典
の
作
者
（
あ
る
い
は
語
り
手
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
の
中
で
追
究
し

て
き
た
問
い
に
出
会
い
、
そ
の
問
い
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
状

況
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
古
典
学
習
の
意
義
を
見
出
し
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
折
し
も
、
本
学
会
の
一
週
間
前
に
開
か
れ
た
日
本
国
語
教
育
学
会

全
国
大
会
に
お
け
る
提
案
授
業
「
テ
ー
マ
で
比
べ
て
読
む
古
典
」
も
、
中
学
二

年
生
を
対
象
に
二
八
編
も
の
作
品
を
読
ま
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
授
業
例
等
に
学
び
な
が
ら
、
古
典
に
親
し
み
、
古
典
の
本
質
に
迫
る
授
業

開
発
を
心
掛
け
て
い
き
た
い
。

※
協
議
会
に
お
け
る
各
氏
の
発
言
記
録
は
、
稿
者
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
責
は
稿
者
に
あ
る
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

―　　―１０９


