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◎
講
師
紹
介

　
　

理
事
長　

沼
田　

明

理
事
長
の
沼
田
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
れ
で
は
、
お
手
元

に
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す

資
料
に
よ
り
、
西
尾
先
生
の

ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

西
尾
先
生
は
一
九
九
九

年
（
平
成
十
一
年
）
、
今
か

ら
ち
ょ
う
ど
十
年
前
に
、
法

学
部
長
を
最
後
に
東
京
大
学

を
退
官
さ
れ
ま
し
て
、
現
在

は
私
ど
も
と
も
深
い
関
係
が

ご
ざ
い
ま
す
財
団
法
人
東
京

市
政
調
査
会
の
理
事
長
を
さ

れ
て
お
り
ま
し
て
、
ま
た
同

時
に
日
本
学
士
院
会
員
で
も

ご
ざ
い
ま
す
。
主
要
著
作
に

も
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
先

生
は
文
字
通
り
日
本
の
行
政

学
の
泰
斗
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
去
る
十
月
八
日
に
法
律

上
の
設
置
基
準
な
ど
、
法
令

で
地
方
自
治
体
を
縛
っ
て
い

る
八
九
二
項
目
に
つ
い
て
そ

の
廃
止
・
緩
和
や
、
国
と
地

方
の
協
議
の
場
の
法
制
化
な

ど
を
内
容
と
す
る
第
三
次
勧

告
、
ま
た
一
昨
日
十
一
月
九

日
に
、
地
方
交
付
税
の
原
資

の
拡
充
や
国
と
地
方
の
税
源

配
分
を
現
行
の
六
対
四
か
ら

五
対
五
に
す
る
こ
と
な
ど
を

求
め
た
第
四
次
勧
告
を
行
い

ま
し
た
国
の
地
方
分
権
改
革

推
進
委
員
会
の
委
員
長
代
理

も
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
地
方
自
治

の
問
題
に
深
い
造
詣
を
お
持

ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
般
の
総
選
挙
で
も
、
地

方
分
権
が
大
き
な
争
点
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た

が
、
本
日
は
地
方
分
権
論
議

の
中
で
も
中
核
と
も
言
う
べ

き
道
州
制
を
め
ぐ
っ
て
、
私

ど
も
に
と
っ
て
非
常
に
刺
激

的
な
お
話
が
う
か
が
え
る
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◎
講
演

　

道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
：
東
京
圏

を
ど
う
す
る
の
か

　

（
レ
ジ
ュ
メ
）

財
団
法
人　

東
京
市
政
調
会

理
事
長　

西
尾　

勝

は
じ
め
に

東
京
大
学
行
政
学
研
究
会

の
大
先
輩
で
あ
り
ま
し
た
野

村
鋠
市
・
東
京
都
交
友
会
会

長
の
後
を
継
い
で
、
財
団
法

人
東
京
市
政
調
査
会
の
理
事

長
に
就
任
し
た
、
西
尾
勝
で

ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
の
講
演
の
テ
ー
マ

は
、「
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
：
東

京
圏
を
ど
う
す
る
の
か
」
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
誤
解
を
招
か
な
い

た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
最
初

に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。

実
を
申
し
ま
す
と
、
私
は
、

道
州
制
の
速
や
か
な
実
現
を
求

め
る
積
極
論
者
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
浮
つ
い
た
道
州

制
ビ
ジ
ョ
ン
論
議
の
横
行
す
る

風
潮
に
対
し
て
強
い
危
惧
の
念

を
抱
い
て
い
る
、
慎
重
論
者
な

の
で
す
。

道
州
制
論
議
に
対
し
て
私

が
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
は
、
以
下
の
三
つ
の
理
由
か

ら
で
す
。
第
一
に
、
自
民
党
の

構
想
す
る
道
州
制
は
、
分
権
的

な
道
州
制
に
は
な
ら
ず
、
む
し

ろ
集
権
的
な
道
州
制
に
な
る
可

能
性
が
高
い
と
判
断
し
て
き
た

か
ら
で
す
。
第
二
に
、
道
州
制

推
進
論
者
は
、
与
野
党
を
問
わ

ず
、
ま
た
官
民
を
問
わ
ず
、
い

ず
れ
も
お
し
な
べ
て
、
道
州
制

を
実
現
す
る
場
合
に
は
、
基
礎

自
治
体
で
あ
る
市
区
町
村
を
大

幅
に
統
合
し
て
、
そ
の
総
数
を

少
な
く
と
も
一
〇
〇
〇
以
下
に

削
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が

不
可
欠
の
要
件
だ
と
言
わ
れ
る

の
で
し
た
ら
、
私
は
道
州
制
の

実
現
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
第
三
に
、

道
州
制
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
各
省
庁
官
僚
機
構
の
反
対

を
抑
え
込
み
、
与
党
を
完
全
に

統
率
し
、
国
会
の
衆
参
両
院
を

乗
り
切
れ
る
だ
け
の
、
強
い
政

治
指
導
力
を
備
え
た
内
閣
が
誕

生
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

歴
代
の
自
公
政
権
に
は
そ
の
よ

う
な
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
回
の
総
選
挙
で
半
世
紀

ぶ
り
に
与
野
党
間
の
政
権
交
代

が
お
こ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

新
し
い
民
主
党
政
権
に
も
そ
の

よ
う
な
力
は
ま
だ
あ
り
ま
せ

ん
。
将
来
は
、
道
州
制
を
実
現

記

念

講

演
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す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
強

い
内
閣
が
こ
の
国
に
も
誕
生
す

る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら

十
年
以
上
も
先
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

さ
て
、
先
の
総
選
挙
に
お

い
て
、
道
州
制
の
実
現
を
政

権
公
約
に
掲
げ
た
自
民
党
は

敗
北
し
、
今
回
は
こ
れ
を
一

切
政
権
公
約
に
掲
げ
な
か
っ

た
民
主
党
が
圧
勝
す
る
結
果

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

鳩
山
政
権
の
任
期
中
に
は
、

安
倍
政
権
時
代
に
設
置
さ
れ

た
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会

は
廃
止
さ
れ
、
道
州
制
ビ

ジ
ョ
ン
論
議
は
当
分
の
間
は

下
火
に
な
る
も
の
と
確
信
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
道
州

制
を
求
め
る
火
種
が
消
え
去

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
民
党
は
次
の
総
選
挙
に
向

け
て
道
州
制
の
実
現
を
旗
印

に
掲
げ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
民
主
党
も
ま
た
岡
田
代

表
時
代
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に

は
「
連
邦
制
的
道
州
制
の
検

討
」
を
掲
げ
て
い
た
よ
う
に
、

民
主
党
内
に
は
道
州
制
論
者

が
少
な
く
な
い
の
で
す
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
鳩
山
政
権
は
、

「
地
域
主
権
の
推
進
」
を
旗

印
に
掲
げ
、
基
礎
自
治
体
優

先
を
唱
え
な
が
ら
、
そ
の
一

方
で
は
国
の
各
省
庁
の
出
先

機
関
の
原
則
廃
止
を
唱
え
て

い
ま
す
。
こ
の
国
の
各
省
庁

の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
を

ど
こ
ま
で
本
気
で
追
求
す
る

つ
も
り
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
こ
の
出
先
機
関
の

原
則
廃
止
を
追
求
し
て
い
け

ば
い
く
ほ
ど
、
道
州
制
論
議

を
再
燃
さ
せ
る
結
果
に
な
る

で
し
ょ
う
。
出
先
機
関
を
廃

止
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
が
所

管
し
て
き
た
事
務
権
限
の
相

当
部
分
を
都
道
府
県
に
移
譲

す
る
こ
と
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
す
が
、
そ
の
「
受
け

皿
」
と
し
て
現
在
の
四
十
七

都
道
府
県
体
制
を
前
提
に
し

て
い
る
か
ぎ
り
、
移
譲
で
き

る
事
務
権
限
の
範
囲
に
は
お

の
ず
か
ら
限
界
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
国
の
出
先
機

関
を
大
幅
に
縮
小
し
そ
の
事

務
権
限
を
大
幅
に
移
譲
し
よ

う
と
す
る
と
、
現
在
の
都
道

府
県
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代

え
て
、
よ
り
一
層
広
域
の
道

州
と
い
っ
た
新
し
い
地
方
政

府
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
論
議
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
ま
た
、
道

州
制
の
推
進
論
者
か
ら
は
、

都
道
府
県
に
中
途
半
端
な
移

譲
を
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
道

州
制
を
実
現
し
て
道
州
に
事

務
権
限
を
移
譲
せ
よ
と
す
る

反
対
論
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

要
す
る
に
、
今
回
の
政
権
交

代
に
よ
っ
て
道
州
制
論
議
は
一

時
的
に
下
火
に
な
り
ま
す
が
、

道
州
制
論
議
の
火
種
は
く
す

ぶ
り
続
け
、
い
ず
れ
ま
た
改
め

て
、
激
し
く
火
を
噴
く
可
能
性

が
高
い
の
で
す
。
困
っ
た
こ
と

に
、
こ
の
国
の
政
治
家
も
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
も
、
省
庁
の
統
廃
合
、

市
町
村
合
併
、
道
州
制
と
い
っ

た
よ
う
な
、「
受
け
皿
」、
容
れ

物
を
い
じ
く
り
回
し
て
変
え
よ

う
と
す
る
「
器
の
改
革
」
論
議

が
大
好
き
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
も
続
く

道
州
制
論
議
を
も
う
少
し
、
地

に
足
の
付
い
た
、
現
実
的
で
実

行
可
能
な
論
議
に
し
て
い
く
た

め
に
は
、
東
京
圏
の
地
方
自
治

に
詳
し
い
人
々
の
な
か
か
ら
、

道
州
制
の
下
で
は
東
京
圏
を
ど

う
す
る
つ
も
り
な
の
か
と
い
う

問
い
を
発
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
、
願
っ
て
い
る
の
で
す
。
東

京
圏
を
ど
う
す
る
の
か
が
決
ま

ら
な
け
れ
ば
、
道
州
制
の
実
現

な
ど
あ
り
得
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談

会
で
の
論
議
を
初
め
、
関
経
連

を
中
心
に
し
た
関
西
の
道
州
制

論
議
で
も
、
九
州
経
済
連
合
会

を
中
心
に
し
た
九
州
の
道
州
制

論
議
で
も
、
こ
の
難
問
中
の
難

問
で
あ
る
東
京
圏
を
ど
う
す
る

の
か
と
い
う
問
題
を
真
剣
に
検

討
し
て
い
る
形
跡
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
都
庁

Ｏ
Ｂ
の
方
々
の
な
か
に
は
、
道

州
制
の
推
進
論
者
も
お
ら
れ
れ

ば
、
慎
重
論
者
も
反
対
論
者
も

お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
い
ず
れ
の
お
立
場
か
ら
で

あ
れ
、
東
京
圏
の
地
方
自
治
に

詳
し
い
皆
様
方
か
ら
、
東
京
圏

を
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か

と
、
問
い
か
け
て
ほ
し
い
の
で

す
。そ

れ
で
は
、
前
置
き
は
こ
の

程
度
に
し
て
、
本
題
に
入
り
ま

し
ょ
う
。

Ⅰ　

東
京
圏
の
道
州
の
設
計

は
、
道
州
制
構
想
の
難
問
中

の
難
問

①　

関
東
か
ら
近
畿
に
至
る
本

州
中
央
部
分
の
道
州
の
区

画
割
は
難
問
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②　

関
東
と
近
畿
に
つ
い
て

は
、
道
州
の
政
府
形
態
と

所
掌
事
務
の
設
計
も
難
問

③　

就
中
、
東
京
圏
の
道
州
の

設
計
は
、
難
問
中
の
難
問

何
故
に
、
難
問
中
の
難
問
に

な
る
の
か
。
最
大
の
理
由
は
以

下
の
三
点
に
あ
る
。

１　

東
京
圏
の
道
州
の
人
口
と

財
政
力
が
突
出
し
て
巨
大

に
な
っ
て
、
そ
の
他
の
道
州

と
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る

①
関
東
圏
（
一
都
六
県
ま

た
は
一
都
七
県
）
の
区

画
と
す
れ
ば
、
人
口
は

四
千
万
を
越
え
、
総
人

口
の
三
分
の
一
以
上
を

占
め
て
し
ま
う

②
東
京
圏
（
一
都
三
県
）
の

区
画
に
し
て
も
、
人
口

は
三
千
万
に
達
し
、
総

人
口
の
四
分
の
一
を
占

め
る

こ
の
区
画
と
す
る
場
合
に

は
、
関
東
圏
内
の
周
辺
各
県
を

ど
の
よ
う
に
区
画
割
す
る
か
が

問
題
に
な
る
。

２　

東
京
圏
の
道
州
に
お
い
て

も
そ
の
他
の
道
州
と
同
様

に
、
首
長
制
の
政
府
形
態
を

採
用
し
首
長
を
直
接
公
選

に
し
た
場
合
、
東
京
道
州
知

事
の
政
治
的
な
権
威
は
国

の
議
院
内
閣
制
の
内
閣
総

理
大
臣
の
そ
れ
と
肩
を
並

べ
る
も
の
に
な
り
か
ね
な

い①
こ
の
問
題
は
首
都
圏
へ

の
人
口
集
中
の
著
し
い

諸
国
（
た
と
え
ば
、
韓

国
の
ソ
ウ
ル
、
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
の
ダ
ッ
カ
な

ど
）
に
共
通
す
る
難
問

②
首
都
圏
の
自
治
体
で
は
、

国
政
上
の
野
党
が
実
権

を
握
る
こ
と
が
稀
で
は

な
い

③
首
都
圏
の
警
察
を
国
の

直
轄
と
す
る
か
自
治
体

警
察
と
す
る
か
が
問
題

に
な
る
。
東
京
圏
に
つ

い
て
言
え
ば
、
道
府
県

警
察
と
は
異
な
る
警
視

庁
を
ど
の
よ
う
に
扱
う

か
が
問
わ
れ
る

④
要
す
る
に
、
東
京
圏
の
道

州
に
つ
い
て
は
、
政
府

形
態
と
道
州
の
所
掌
事

務
の
範
囲
の
両
面
に
お

い
て
、
他
の
道
州
と
は

異
な
る
特
例
措
置
が
必

要
に
な
る
可
能
性
が
高

い

３　

東
京
圏
に
道
州
制
を
施
行

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の

区
画
割
の
如
何
に
か
か
わ

ら
ず
、
二
十
三
特
別
区
の
区

域
に
つ
い
て
現
行
の
変
則

的
な
都
区
制
度
を
そ
の
ま

ま
維
持
す
る
の
か
否
か
が

問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
東
京
圏
の
道

州
の
設
計
に
際
し
て
は
、
道

州
管
内
の
基
礎
自
治
体
の

再
編
成
問
題
に
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
い

①
道
州
制
に
移
行
す
る
た

め
に
、
事
前
に
東
京
都

と
周
辺
各
県
と
の
自
主

合
併
を
す
る
と
き
、
対

等
合
併
の
方
式
に
よ
る

場
合
に
は
、
現
行
の
都

区
制
度
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
東
京

都
へ
の
編
入
合
併
の
方

式
に
よ
れ
ば
、
現
行
の

都
区
制
度
を
維
持
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

編
入
合
併
の
方
式
に
は

周
辺
各
県
の
反
発
が
強

い
も
の
と
思
わ
れ
る

②
し
た
が
っ
て
、
東
京
圏
の

道
州
の
設
置
は
、
国
会

が
制
定
す
る
設
置
法
に

依
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

る
可
能
性
が
高
い
。
そ

し
て
そ
の
と
き
に
、
東

京
圏
の
道
州
の
政
府
形

態
お
よ
び
所
掌
事
務
の

範
囲
が
そ
の
他
の
標
準

型
の
道
州
の
そ
れ
と
は

異
な
る
特
例
型
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
設
置

法
は
憲
法
第
九
五
条
の

地
方
自
治
特
別
法
に
該

当
す
る
も
の
と
解
釈
さ

れ
、
関
係
各
都
県
の
住

民
に
よ
る
住
民
投
票
に

付
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
可
能
性
が

高
い

③
二
十
三
特
別
区
の
区
域

に
施
行
さ
れ
て
い
る
現

行
の
変
則
的
な
都
区
制

度
を
再
編
成
し
よ
う

と
す
る
と
、
有
識
者
の

意
見
も
ち
ぢ
に
分
か
れ

る
（
現
行
制
度
を
維
持
、

二
十
三
区
を
統
合
し
東

京
市
の
再
生
、
都
心
三

区
ま
た
は
都
心
五
区
の

み
を
統
合
し
東
京
市
に
、

都
心
の
三
区
ま
た
は
五

区
を
統
合
し
国
の
直
轄

区
域
に
改
め
る
等
々
）

い
ず
れ
に
し
ろ
、
二
十
三
特

別
区
関
係
者
の
了
承
を
得
る
こ
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と
は
至
難

Ⅱ　

西
尾
私
案

１　

東
京
圏
の
道
州
の
区
画

は
、
東
京
圏
の
社
会
経
済
的

な
実
態
に
合
わ
せ
て
、
一
都

三
県
の
区
域
と
す
る

２　

東
京
圏
の
道
州
は
一
都

三
県
の
広
域
連
合
機
構
と

す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

東
京
圏
の
道
州
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
一
都
三

県
を
存
置
し
、
道
州
の
広

域
連
合
機
構
は
、
東
京
圏

計
画
の
策
定
を
初
め
、
国

の
出
先
機
関
か
ら
移
譲
さ

れ
る
事
務
権
限
の
う
ち
の

広
域
的
な
事
務
権
限
の
み

を
所
管
す
る

３　

東
京
圏
の
道
州
の
広
域
連

合
機
構
の
首
長
は
東
京
都

知
事
が
兼
任
す
る

４　

警
察
機
能
を
分
解
し
、
警

備
警
察
と
刑
事
警
察
の
一

部
（
政
治
犯
罪
、企
業
犯
罪
、

麻
薬
・
銃
砲
等
の
取
締
、
暴

力
団
の
取
締
等
）
と
は
国
家

警
察
の
直
轄
と
し
、
道
州
ま

た
は
都
県
の
警
察
に
は
市

民
生
活
を
一
般
犯
罪
か
ら

防
衛
す
る
刑
事
警
察
と
交

通
警
察
と
保
安
警
察
と
を

残
す

５　

都
心
五
区
の
区
域
を
統
合

し
東
京
市
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
他
の
十
八
特

別
区
は
市
に
改
め
、
東
京
都

を
東
京
府
に
戻
す
。
東
京
市

は
政
令
指
定
都
市
と
し
、
管

内
に
行
政
区
を
設
置
す
る
。

要
す
る
に
、
道
州
制
に
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
東
京
一
極
集
中
に
対
す
る

地
方
圏
の
対
抗
力
を
強
化
す
る

こ
と
に
あ
る
の
で
、
東
京
圏
の

道
州
を
強
力
な
も
の
に
し
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

近
畿
圏
は
大
阪
市
・
京
都

市
・
神
戸
市
（
・
奈
良
市
）

の
三
極
（
ま
た
は
四
極
）
の

中
心
構
造
を
形
成
し
て
い
る

の
で
、
東
京
圏
と
は
若
干
事

情
の
異
な
る
側
面
も
あ
る

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近

畿
圏
の
道
州
に
つ
い
て
も
東

京
圏
の
道
州
に
準
じ
た
特
例

型
を
構
想
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測

し
て
い
る
。
関
経
連
が
関
西

圏
に
つ
い
て
広
域
連
合
の
形

成
を
目
指
し
、
差
し
当
た
り

は
関
西
広
域
行
政
機
構
を
立

ち
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
き

わ
め
て
着
実
な
試
み
で
あ
る

と
評
価
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
：
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン

へ
の
含
意

①
全
国
一
律
の
道
州
制
構
想
を

や
め
、
標
準
型
と
特
例
型
の

混
在
を
許
容
す
る

②
北
海
道
と
沖
縄
道
に
つ
い
て

は
、
東
京
圏
と
関
西
圏
と
は

別
の
意
味
で
の
特
例
型
と

す
る

③
道
州
制
は
都
道
府
県
制
に
代

わ
る
も
の
と
す
る
大
前
提

を
お
か
ず
、
そ
の
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
道
州
で

は
、
道
州
の
下
に
都
府
県
を

存
置
す
る
余
地
も
残
す

④
こ
の
種
の
構
想
に
つ
い
て

は
、
「
屋
上
屋
を
架
す
る

も
の
」
と
か
「
必
要
以
上

に
複
雑
な
体
系
」
と
す
る

批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
る
が
、
政
府
体
系

を
大
き
く
変
革
す
る
際
に

は
、
少
な
く
と
も
一
定
期

間
の
経
過
措
置
と
し
て
、

柔
軟
な
対
応
が
不
可
欠
。

明
治
の
地
方
制
度
の
設
計

に
際
し
て
、
市
町
村
、
郡
、

府
県
と
い
う
三
層
構
造
を

採
用
し
、
後
に
郡
を
廃
止

し
市
町
村
と
府
県
の
二
層

構
造
に
改
め
た
知
恵
に
学

ぶ
べ
き
で
あ
る

本
稿
は
、
大
会
当
日
配
布

し
た
レ
ジ
ュ
メ
を
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。
当
日
の
講
演
録

は
六
〇
周
年
記
念
誌
に
掲
載

す
る
予
定
で
す
。

年
末
を
迎
え
て

今
年
も
残
り
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
は
、

こ
の
一
年
間
本
会
の
運
営
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

新
年
が
会
員
の
皆
様
に

と
っ
て
よ
い
年
で
あ
り
ま
す

こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り

ま
す
。平

成
二
十
一
年
十
二
月

社
団
法
人 

東
京
都
交
友
会

会　
　

長　

野
村　

鋠
市

副

会

長　

石
川　

金
治

　
　
　
　
　

藤
枝　

和
博

　
　
　
　
　

石
﨑　

富
江

　
　
　
　
　

大
森　

國
裕

　
　
　
　
　

吉
岡　

輝
夫

理

事

長　

沼
田　
　

明

常
任
理
事　

安
藤　

貞
男

　
　
　
　
　

中
多　

泰
子

　
　
　
　
　

北
川　

文
夫

　
　
　
　
　

隅
田　

憲
平

　
　
　
　
　

山
下　

保
博

監　
　

事　

小
笠
原
房
男

　
　
　
　
　

木
下　

正
雄

事
務
局
長　

宇
口　

昌
義


