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か
つ
て
小
泉
信
三
は
、
学
生
に
対
し
て
、
批

判
力
を
も
っ
て
良
書
を
読
む
こ
と
、
古
典
的
名

著
を
読
む
こ
と
を
勧
め
た
。
今
回
五
つ
の
テ
ー

マ
を
与
え
ら
れ
た
高
校
生
は
、
ど
れ
だ
け
参
考

に
な
る
良
書
や
古
典
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た

ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
簡
単
に
情
報
が

集
め
ら
れ
る
今
日
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ン
テ
ス
ト

が
よ
き
機
会
と
な
っ
て
く
れ
た
ら
と
思
う
。

応
募
作
に
は
力
作
が
集
ま
っ
た
。
受
賞
作
の

石
橋
論
文
は
、
バ
レ
リ
ー
ナ
と
オ
タ
ク
を
比
較

し
な
が
ら
、
そ
の
熱
中
構
造
を
エ
ン
ジ
ン
に
例

え
て
分
析
し
、
最
終
ゴ
ー
ル
、
ゴ
ー
ル
へ
の
努

力
、
燃
料
、
に
分
割
し
て
バ
レ
リ
ー
ナ
と
オ
タ

ク
の
共
通
点
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
熱
中

エ
ン
ジ
ン
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産

性
、競
争
力
の
高
い
日
本
に
つ
な
が
る
と
い
う
。

視
点
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
あ
ふ
れ
て
お

り
、
最
も
高
い
評
価
を
集
め
た
。

次
席
の
米
山
論
文
。
あ
る
映
画
に
現
れ
る

「Choose

」
と
い
う
単
語
に
衝
撃
を
受
け
た
と

い
う
著
者
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
「
く
だ
ら
な
い
」
内

容
を
投
稿
す
る
理
由
を
「
承
認
欲
求
」
に
あ
る

と
し
て
、
マ
ズ
ロ
ー
の
欲
求
五
段
階
説
に
言
及

し
、
そ
の
頂
点
に
あ
る
「
自
己
実
現
」
を
目
指

し
て
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
教
養
を
身
に
つ
け

る
必
要
を
説
く
。
未
来
を
「
選
択
」
す
る
強
い

意
志
を
感
じ
た
。

佳
作
三
編
は
、
い
ず
れ
も
民
主
主
義
の
限
界

や
問
題
点
を
問
う
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は

福
住
論
文
。
小
学
校
時
代
を
タ
イ
で
過
ご
し
た

著
者
は
、
帰
国
後
、
学
校
生
活
で
戸
惑
う
。
会

議
の
席
で
は
何
も
意
見
を
言
わ
な
い
の
に
、
教

室
を
出
る
と
不
平
を
爆
発
さ
せ
、
決
定
事
項
に

従
わ
な
い
生
徒
た
ち
。
学
校
民
主
主
義
の
現
実

に
失
望
し
た
著
者
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
台
頭

す
る
世
界
に
目
を
向
け
、
ど
ん
な
状
況
で
も
扇

動
さ
れ
ず
、公
正
な
目
で
判
断
し
、自
己
決
定
が

で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と
い
う
。

小
名
木
論
文
は
、
若
者
の
政
治
へ
の
関
心
を

高
め
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
事
例
を
引
き
、
地
方
分
権
を
進
め
、
自
分
た

ち
の
地
域
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
決
め
る
よ
う

に
し
、
国
政
選
挙
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
主

張
す
る
。
そ
の
触
媒
と
し
て
、
模
擬
選
挙
や
地

方
政
治
に
お
け
る
ボ
ウ
ト
イ
ッ
ト
の
活
用
が
有

効
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
の
濫

用
や
民
衆
の
判
断
を
過
っ
た
方
向
に
進
ま
せ
な

い
た
め
、
政
治
に
対
す
る
責
任
感
を
持
つ
べ
き

で
あ
る
と
い
う
。

最
後
に
、
長
谷
論
文
。
民
主
主
義
が
限
界
に

あ
る
と
考
え
る
著
者
は
、
民
主
主
義
を
理
解
し

て
い
な
い
人
が
増
え
、
宗
教
と
民
主
主
義
と
が

対
立
し
て
い
る
現
状
、
ヒ
ト
ラ
ー
な
ど
の
独
裁

者
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
歴
史
か
ら
、
マ
ス
コ

ミ
が
信
用
で
き
な
い
日
本
で
は
民
主
主
義
は
限

界
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
若
者
は
マ
ス
コ

ミ
と
は
別
手
段
で
情
報
を
入
手
し
て
お
り
、
新

し
い
メ
デ
ィ
ア
も
生
ま
れ
て
く
る
と
展
望
す
る
。

応
募
作
品
は
い
ず
れ
も
、
高
校
生
が
テ
ー
マ

を
選
び
、
参
考
文
献
を
選
び
、
小
論
文
を
構
成

し
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
八
歳
選

挙
権
に
よ
っ
て
身
近
に
な
っ
た
民
主
主
義
。
も

は
や
生
活
の
一
部
に
な
っ
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
マ
ニ
ア

と
同
義
化
し
て
き
た
オ
タ
ク
、
な
ど
、
高
校
生

に
と
っ
て
は
取
っ
つ
き
や
す
い
テ
ー
マ
が
多
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
で
い
か
に
論
理

的
に
自
説
を
主
張
し
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を

発
揮
で
き
る
か
。
今
年
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、

レ
ベ
ル
の
高
い
競
争
が
見
ら
れ
た
。

高
校
生
の
「
選
択
」

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
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塾
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法
学
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教
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オ
タ
ク
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
社
会
、
そ
し
て
民
主
主
義
。

今
回
の
課
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
新
た
な

視
点
か
ら
切
り
取
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
が

多
か
っ
た
。

小
論
文
で
あ
る
以
上
、
主
題
の
全
肯
定
や
全

否
定
は
望
ま
し
く
な
い
。
課
題
が
「
オ
タ
ク
」

な
ら
ば
、
日
本
の
文
化
の
一
形
態
と
し
て
、
世

界
へ
の
発
信
力
と
そ
の
経
済
効
果
を
認
め
る
、

と
い
う
方
向
に
論
は
進
む
。
書
い
た
本
人
は
新

し
い
切
り
口
の
つ
も
り
で
も
、
審
査
員
は
「
ま

た
か
」
と
た
め
息
を
つ
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
、
論
文
の
骨
格
に
い
か
な
る
肉
付

け
が
な
さ
れ
る
か
が
決
め
手
と
な
る
。
い
い
例

が
今
回
の
小
泉
信
三
賞
で
あ
る
。
著
者
の
石
橋

さ
ん
は
三
歳
か
ら
始
め
た
バ
レ
エ
を
、
現
在
も

生
活
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
友
人
か
ら
「
バ

レ
エ
オ
タ
ク
」
と
呼
ば
れ
、「
心
外
」
と
感
じ

た
こ
と
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
。

熱
中
の
対
象
を
持
つ
生
活
、
と
い
う
点
で
バ

レ
リ
ー
ナ
と
オ
タ
ク
は
「
同
志
」
で
あ
る
。
両

者
の
熱
中
の
「
仕
組
み
」
を
エ
ン
ジ
ン
に
例
え

た
こ
と
が
、こ
の
小
論
文
の
独
自
性
と
な
っ
た
。

い
か
な
る
燃
料
を
ど
う
燃
焼
さ
せ
て
車
を
前

進
さ
せ
る
の
か
。「
他
者
か
ら
の
評
価
」
が
最

終
目
的
と
な
る
の
は
同
じ
だ
が
、
他
者
と
の
接

触
が
リ
ア
ル
か
ネ
ッ
ト
か
で
エ
ン
ジ
ン
に
相
違

が
生
ま
れ
る
。
バ
レ
リ
ー
ナ
は
観
客
の
感
動
に

報
わ
れ
、
オ
タ
ク
は
「
い
い
ね
」
数
に
一
喜
一

憂
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

興
味
深
い
の
は
、
芸
術
家
肌
の
著
者
が
、
エ

ン
ジ
ン
と
い
う
一
見
理
系
の
発
想
を
基
に
し
な

が
ら
、
経
済
の
用
語
や
観
点
を
積
極
的
に
用
い

て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
作
品
の
お
か
げ
で
私
は

「
ペ
ル
ソ
ナ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と
「
コ
ア
コ

ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」と
い
う
言
葉
を
学
ん
だ
。「
熱

中
す
る
こ
と
は
資
本
な
の
だ
」
と
い
う
結
論
に

達
す
る
バ
レ
リ
ー
ナ
は
、
文
武
な
ら
ぬ
文
経
両

道
と
い
え
よ
う
。

石
橋
さ
ん
が
「
他
者
か
ら
の
評
価
」
を
重
視

し
た
よ
う
に
、
次
席
の
米
山
君
も
ま
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
利
用
者
の
「
承
認
欲
求
」
に
注
目
す
る
。
自

身
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
を

紹
介
し
、
多
数
の
「
い
い
ね
」
と
「
リ
ツ
イ
ー

ト
」
を
獲
得
し
た
こ
と
が
あ
る
。
喜
ぶ
べ
き
と

こ
ろ
だ
が
、
む
し
ろ
罪
悪
感
を
感
じ
た
、
と
い

う
点
に
著
者
の
良
心
を
感
じ
る
。
評
価
さ
れ
る

べ
き
は
紹
介
し
た
自
分
で
は
な
く
、
ビ
デ
オ
の

製
作
陣
で
あ
り
、「
僕
は
他
人
の
評
価
を
奪
っ

た
泥
棒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
だ
。

こ
の
一
文
を
原
点
と
す
る
限
り
、
著
者
の
人
生

の
選
択
に
間
違
い
は
な
い
は
ず
だ
。

民
主
主
義
を
選
択
し
た
人
が
思
い
の
外
多
か

っ
た
の
は
、
嬉
し
い
驚
き
だ
っ
た
。
読
み
進
む

に
つ
れ
、
驚
き
は
「
ま
た
か
」
に
変
化
し
て
い

っ
た
。
民
主
主
義
の
失
敗
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
一
位
が
ヒ
ト
ラ
ー
と
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
、二
位
が
ア
テ
ナ
イ
の
デ
マ
ゴ
ー
グ
だ
っ
た
。

佳
作
の
福
住
君
と
小
名
木
君
は
、
受
賞
作
と

同
様
に
肉
付
け
が
巧
か
っ
た
。
福
住
君
は
海
外

体
験
で
自
己
表
現
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
こ
と

が
、
日
本
の
日
常
を
相
対
化
す
る
契
機
と
な
っ

た
。
小
名
木
君
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る

参
加
型
の
民
主
主
義
を
例
に
取
っ
て
説
得
力
が

あ
っ
た
。
予
想
外
の
展
開
を
見
せ
た
の
は
長
谷

君
で
、
宗
教
と
民
族
の
多
様
性
が
対
立
を
生
む

二
十
一
世
紀
に
民
主
主
義
は
「
不
可
能
」
と
し
、

「
新
た
な
政
治
理
論
」
の
必
要
性
を
説
く
。
若

者
ら
し
い
蛮
勇
に
好
感
が
持
て
た
。

新
た
な
視
点
に
向
け
て

荻お
ぎ

野の

安あ
ん

奈な

（
慶
應
義
塾
大
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大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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今
回
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
三
つ
の
佳
作

が
、「
民
主
主
義
と
は
何
か
」
と
い
う
ひ
と
つ

の
テ
ー
マ
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

佳
作
か
ら
講
評
し
て
い
け
ば
、
審
査
委
員
が

こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
は
、
や
は
り
昨
今
の

民
主
主
義
の
動
き
を
み
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
あ
た
り
を
、
佳
作
受
賞
者
の
三
人
は
受
け

止
め
て
く
れ
て
い
た
。

小
名
木
礼
仁
さ
ん
は
、
民
主
主
義
を
多
数
決

で
あ
る
と
考
え
、「
乱
用
さ
れ
る
こ
と
や
、不
適

切
な
指
導
者
を
選
ん
で
し
ま
う
」こ
と
を
、歴
史

上
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。「
原
因

は
簡
単
に
利
用
、
扇
動
さ
れ
熱
狂
す
る
民
衆
に

あ
る
」と
喝
破
し
て
、「
教
育
シ
ス
テ
ム
を
変
え

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
…
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

が
発
達
し
た
今
…
む
し
ろ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

は
で
き
な
い
情
報
処
理
や「
考
え
る
力
」を
養
う

べ
き
だ
。
…
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
ダ
マ
さ
れ
な
い
よ

う
な
思
考
力
を
育
て
る
べ
き
」と
結
ん
で
い
く
。

長
谷
海
王
さ
ん
は
、
日
本
の
「
メ
デ
ィ
ア
の

活
動
は
海
外
の
そ
れ
と
大
き
く
外
れ
て
い
る
」

と
指
摘
し
、
マ
ス
コ
ミ
が
信
用
で
き
な
い
日
本

で
民
主
主
義
は
限
界
と
い
う
興
味
深
い
観
点
か

ら
、「
こ
の
こ
と
は
時
間
が
経
て
ば
解
決
す
る
。

…
時
代
が
進
み
マ
ス
コ
ミ
の
考
え
を
鵜
呑
み
に

す
る
世
代
が
時
代
と
と
も
に
去
っ
て
い
っ
た
後

に
は
、
既
存
の
マ
ス
コ
ミ
の
衰
退
と
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
形
態
の
誕
生
、
正
当
な
民
主
的
判
断
が

訪
れ
る
と
予
測
す
る
」。

福
住
旺
穫
さ
ん
は
、
小
学
生
の
六
年
間
を
タ

イ
王
国
で
過
ご
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
民
主
主

義
と
日
本
の
そ
れ
が
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
に

驚
く
。日
本
で
問
題
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、我
々

日
本
人
か
ら
み
れ
ば
、
確
か
に
そ
う
か
も
と
頷

け
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

次
席
に
選
ば
れ
た
米
山
然
さ
ん
は
、映
画『
ト

レ
イ
ン
ス
ポ
ッ
テ
ィ
ン
グ
』
の
中
で
の
キ
ー
ワ

ー
ドchoose

に
着
目
す
る
。
一
九
九
六
年
の

Ｔ
１
で
は
、choose

の
対
象
は
、
当
時
の
誰
も

が
憧
れ
、
手
に
入
れ
た
い
魅
力
的
な
も
の
だ
っ

た
が
、二
〇
一
七
年
の
Ｔ
２
で
は
、「Facebook

やT
w
itter

、Instagram

を
選
び
、『
誰
か

見
て
』と
朝
食
の
中
身
を
全
世
界
に
公
開
し
ろ
」

と
、
暗
い
台
詞
に
変
わ
る
。
日
々
の
生
活
を
選

択
の
連
続
で
あ
る
と
し
て
、
自
分
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

選
択
す
る
意
味
を
考
え
つ
つ
も
、「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
だ

け
で
教
養
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
考
え
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
社
会
の
中
で
「
一
つ
一
つ
の
意
見
が
大

き
な
可
能
性
を
持
つ
今
こ
そ
、
教
養
の
重
要
性

が
増
し
て
い
る
」
と
説
き
、「
こ
れ
か
ら
も
Ｓ

Ｎ
Ｓ
社
会
で
生
き
て
い
く
。
そ
の
中
で
自
己
実

現
を
模
索
す
る
。「
教
養
」
は
そ
ん
な
僕
を
支

え
る
柱
と
な
る
」
と
、
セ
ン
ス
あ
る
流
れ
で
難

し
い
テ
ー
マ
に
答
え
て
い
く
。

小
泉
信
三
賞
の
石
橋
真
里
奈
さ
ん
は
、
三
歳

の
時
か
ら
バ
レ
エ
に
熱
中
。
そ
し
て
オ
タ
ク
＝

熱
中
＝
人
を
何
か
に
駆
り
立
て
る
エ
ン
ジ
ン
と

捉
え
て
、
エ
ン
ジ
ン
の
構
造
を
考
え
て
い
く
。

考
察
を
経
て
熱
中
エ
ン
ジ
ン
の
設
計
図
を
示
し

た
上
で
、
日
本
の
若
者
が
持
つ
熱
中
エ
ン
ジ
ン

は
日
本
が
誇
る
社
会
資
本
だ
と
評
価
し
、「
若

者
の
パ
ワ
ー
を
結
集
す
る
こ
と
で
生
産
性
を
向

上
さ
せ
、
競
争
力
の
高
い
日
本
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
」
と
、
誠
に
明
る
い
日
本
の
未

来
を
描
い
て
い
る
。「
オ
タ
ク
」
と
い
う
一
見

ネ
ク
ラ
な
テ
ー
マ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
明
る
い
見

通
し
を
与
え
て
く
れ
る
結
論
に
導
い
て
く
れ
た

論
文
の
構
成
力
は
、小
泉
信
三
賞
に
値
す
る
と
、

審
査
員
の
皆
が
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
ろ
う
元
気
の
い
い
発
想

権け
ん

丈
じ
ょ
う

善よ
し

一か
ず

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）
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今
回
も
こ
の
小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
に
多
数
の

応
募
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
、
審
査
員
の

一
人
と
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
応
募
者
は

五
つ
の
課
題
の
中
か
ら
一
つ
選
ば
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
が
、
今
回
は
三
人
に
一
人
が
「
オ

タ
ク
」
と
い
う
課
題
を
選
ん
だ
。
多
く
の
高
校

生
に
と
っ
て
「
オ
タ
ク
」
が
い
ち
ば
ん
身
近
で

書
き
や
す
い
課
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
、
私
自
身
も
応
募
作
品
か
ら
オ
タ
ク
に
つ
い

て
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。な
お
、

最
終
審
査
進
出
者
の
選
ん
だ
課
題
で
み
る
と
、

「
民
主
主
義
と
は
何
か
」
が
い
ち
ば
ん
多
い
。

さ
て
、
小
泉
信
三
賞
に
選
ば
れ
た
の
は
、
石

橋
真
里
奈
さ
ん
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
着
想

の
独
創
性
、
論
文
の
構
成
、
文
章
の
読
み
や
す

さ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
優
れ
て
お
り
、
多
く
の

審
査
員
が
高
い
評
価
を
付
け
た
。
バ
レ
リ
ー
ナ

と
オ
タ
ク
を
比
較
す
る
と
い
う
意
表
を
突
く
テ

ー
マ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
旨
が
自
然
に
展
開

し
て
い
き
、
最
後
は
日
本
社
会
へ
の
提
言
で
終

わ
る
。高
校
生
ら
し
い
素
直
な
文
章
の
背
後
に
、

緻
密
な
論
理
が
隠
れ
て
い
る
。

次
席
の
米
山
然
君
の
作
品
は
、
映
画
に
登
場

す
る
台
詞
を
手
掛
か
り
に
、
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

使
い
方
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
と
い
う
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
文
体
が
エ
ッ
セ
イ
風
で
小
論

文
ら
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ
た
が
、
構

成
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
点
に
好
感
を
も
っ

た
。
マ
ズ
ロ
ー
の
欲
求
五
段
階
説
を
用
い
て
の

分
析
も
面
白
い
。
欲
を
言
え
ば
、
教
養
に
つ
い

て
の
分
析
を
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
も
ら
い
た
か

っ
た
。

佳
作
の
三
点
は
、
図
ら
ず
も
「
民
主
主
義
と

は
何
か
」
と
い
う
課
題
を
扱
っ
た
作
品
か
ら
選

ば
れ
た
。
そ
の
中
で
個
人
的
に
は
福
住
旺
穫
君

の
作
品
を
一
番
高
く
評
価
し
た
。
自
分
の
経
験

に
基
づ
き
な
が
ら
、
民
主
主
義
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
を
正
面
か
ら
真
剣
に
考
察
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
半
の
体
験
談
の
部
分
が

少
し
冗
長
に
感
じ
た
。

残
り
の
二
作
品
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て

お
こ
う
。
長
谷
海
王
君
の
作
品
は
今
の
民
主
主

義
が
限
界
に
来
て
い
る
と
い
う
主
張
を
さ
ま
ざ

ま
な
視
点
か
ら
論
じ
、
現
代
社
会
に
対
す
る
鋭

い
批
判
を
含
ん
で
い
る
が
、
一
方
的
な
見
地
か

ら
の
考
察
が
多
い
よ
う
に
思
っ
た
。
も
う
少
し

丁
寧
に
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
小
名
木
礼
仁
君
の
作
品
は
、「
民
主

主
義
＝
多
数
決
」と
い
う
規
定
か
ら
始
ま
っ
て
、

投
票
率
を
上
げ
る
方
策
、
歴
史
的
な
事
例
、
教

育
シ
ス
テ
ム
変
革
の
必
要
性
と
話
が
飛
び
、
全

体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
。
論
点
を
も
っ
と
絞
っ
て
書
け
ば
、
優

れ
た
小
論
文
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
将
来
の
応
募
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

述
べ
て
お
く
。
小
論
文
の
内
容
を
決
め
る
際
に

は
、
ま
ず
は
自
分
の
頭
で
論
文
の
方
向
性
を
よ

く
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
何
も
考
え
ず
に
課
題

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す
る
と
、
手
に

負
え
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
情
報
を
短
時
間
で

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
が
、
結
果

と
し
て
独
自
性
の
な
い
、
情
報
の
羅
列
だ
け
か

ら
な
る
小
論
文
に
仕
上
が
る
可
能
性
が
大
き
い

か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
上
で
細
か
い
事
実
を
確

認
す
る
の
は
、
あ
る
程
度
論
旨
が
定
ま
っ
て
か

ら
で
も
遅
く
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
完
成
し

た
文
章
を
何
度
も
読
み
返
し
て
推
敲
す
る
こ
と

で
、
論
文
の
完
成
度
が
格
段
に
改
善
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

審
査
を
終
え
て須す

田だ

伸し
ん

一い
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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本
賞
の
審
査
委
員
を
務
め
て
三
年
が
た
つ
。

応
募
作
で
気
に
な
る
の
は
、
題
材
や
資
料
を
咀

嚼
し
き
れ
て
い
な
い
論
文
が
間
間
有
る
こ
と
。

高
校
生
は
空
い
て
い
る
引
出
し
が
た
く
さ
ん
あ

る
か
ら
、
自
由
に
知
識
を
出
し
入
れ
出
来
、
海

綿
の
よ
う
に
そ
れ
を
体
全
体
に
浸
み
込
ま
せ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
整
理
整
頓
し
て
か
ら
書
く
こ

と
が
肝
腎
。
書
く
内
容
が
き
ち
ん
と
自
分
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
は
こ
の
手
の
も
の
を

数
多
く
読
み
込
ん
で
い
る
者
に
は
す
ぐ
に
わ
か

る
も
の
だ
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
石
橋
さ
ん
の
「
バ

レ
リ
ー
ナ
と
オ
タ
ク
の
『
熱
中
エ
ン
ジ
ン
』」

に
は
、
自
ら
の
体
験
に
基
づ
い
た
独
自
性
が
あ

る
。
題
名
が
す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に

バ
レ
リ
ー
ナ
と
オ
タ
ク
を
突
き
動
か
す
原
動
力

と
は
何
か
を
、
エ
ン
ジ
ン
に
な
ぞ
ら
え
て
解
明

し
て
い
く
過
程
が
面
白
い
。
ひ
と
つ
の
こ
と
に

熱
中
す
る
若
者
ら
し
い
清
々
し
さ
を
感
じ
な
が

ら
読
ん
だ
。
論
の
運
び
に
や
や
強
引
な
と
こ
ろ

は
あ
る
が
、
審
査
委
員
の
圧
倒
的
な
支
持
を
得

て
の
受
賞
と
な
っ
た
。

次
席
の
米
山
さ
ん
の
「
未
来
の
た
め
の
『
選

択
』」
は
、映
画
『
ト
レ
イ
ン
ス
ポ
ッ
テ
ィ
ン
グ
』

の
台
詞
を
契
機
に
、
日
常
何
気
な
く
使
っ
て
い

る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
功
罪
を
検
証
し
、
使
い
こ
な
す
た

め
に
は
新
時
代
の
教
養
が
必
要
だ
と
結
ぶ
。
文

章
は
こ
な
れ
て
お
り
読
み
易
い
が
、
論
文
と
し

て
は
や
や
軽
量
級
の
印
象
を
持
っ
た
。

佳
作
入
選
の
福
住
さ
ん
の
「
私
の
中
の
民
主

主
義
―
そ
の
実
践
と
課
題
に
つ
い
て
思
う
こ
と

―
」
は
、
民
主
主
義
の
問
題
点
を
帰
国
子
女
と

し
て
の
経
験
か
ら
書
き
起
こ
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
を
論
の
中
心
に
据
え
て
い
る
の
は
良
い
し
、

参
考
文
献
も
上
手
く
使
っ
て
い
る
。
惜
し
む
ら

く
は
結
論
が
平
凡
な
こ
と
。
前
半
の
勢
い
で
独

自
の
結
論
を
導
き
出
せ
れ
ば
さ
ら
に
良
か
っ

た
。小

名
木
さ
ん
の「
み
ん
な
で
守
る
民
主
主
義
」

は
、
各
国
の
事
例
や
歴
史
を
紹
介
し
な
が
ら
民

主
主
義
と
は
何
か
を
考
察
す
る
。
多
く
の
資
料

や
情
報
に
あ
た
っ
て
丹
念
に
書
き
込
ん
で
い
る

点
に
は
感
心
す
る
が
、
筆
者
な
り
の
視
点
が
欲

し
か
っ
た
。

長
谷
さ
ん
の
「
民
主
主
義
の
衰
退
」
は
し
っ

か
り
と
し
た
論
文
だ
。
そ
の
主
張
に
は
賛
成
し

か
ね
る
部
分
も
あ
る
が
、
民
主
主
義
が
そ
の
限

界
を
露
呈
す
る
、
現
代
の
国
際
情
勢
を
冷
徹
に

分
析
し
て
い
る
。
結
論
で
民
主
主
義
に
代
わ
る

新
た
な
政
治
理
論
が
提
示
で
き
れ
ば
一
層
良
く

な
っ
た
だ
ろ
う
。

他
に
は
、
歌
謡
曲
を
切
り
口
に
東
京
の
変
遷

を
辿
っ
た
、
佐
々
木
さ
ん
の
「
歌
謡
曲
・
Ｊ
‐

Ｐ
Ｏ
Ｐ
か
ら
見
る
『
東
京
観
』
の
変
遷
」、
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
に
照
ら
し
て

現
代
日
本
を
検
証
し
た
、
平
田
さ
ん
の
「
日
本

に
お
け
る
〈
真
の
民
主
主
義
〉
に
つ
い
て
の
考

察
」
が
印
象
に
残
っ
た
。

小
社
と
深
く
長
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
、
現

代
の
近
松
門
左
衛
門
と
謳
わ
れ
る
劇
作
家
、
小

説
家
の
故
・
井
上
ひ
さ
し
が
こ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
い
た
。

「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
、
や
さ
し

い
こ
と
を
ふ
か
く
、ふ
か
い
こ
と
を
ゆ
か
い
に
、

ゆ
か
い
な
こ
と
を
ま
じ
め
に
」

こ
の
考
え
方
は
、
特
に
論
文
を
書
く
上
に
は

と
て
も
大
切
な
姿
勢
で
あ
る
と
考
え
る
。

書
き
た
い
事
を
ま
じ
め
に

早は
や
　
か
わ川　

浩
ひ
ろ
し

（
株
式
会
社
早
川
書
房
代
表
取
締
役

社
長
・
慶
應
義
塾
評
議
員
）


