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青
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學
校
殷
止
認
可
）
向
第
七
十
＝
涵
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高
等

告
示

小
學
圏
書
雙
疇
峠
定
債
）
。
同
第
七
十
四
襲
岡
山
縣
兒
島
商
業
學
校
設
置
認
可
）
・
同
第
七
十
五

競
（
香
梃
高
等
蜜
践
女
學
校
骰
鬱
認
可
）
。
同
第
七
十
六
競
（
岡
山
縣
兒
島
商
船
學
校
夜
止
認

可
）
。
同
第
七
十
七
聾
（
北
越
商
業
學
校
設
置
認
可
）
。
同
第
七
十
八
読
（
千
葉
工
業
學
校
設
置
認

厚
同
第
七
十
九
襲
窮
門
日
本
零
常
高
等
小
學
校
恩
給
法
指
定
）
品
同
第
八
十
競
贔
饂
麟
家
事

敦
科
書
疇
疇
畔
定
債
）
向
第
八
十
一
麟
私
立
大
谷
女
學
校
衷
止
認
厚
同
第
八
十
二
聾
（
第

ニ
大
谷

i

高
等
女
學
校
設
置
認
可
）
向
同
第
八
十
三
競
（
横
演
市
立
鶴
見
工
業
賓
習
學
校
設
置
認
可
）
．

同
第
八
十
四
聾
（
津
山
女
子
高
等
技
藝
學
校
設
置
認
可
）
・
同
第
八
十
五
競
（
平
尾
學
院
改
稲
認

可
）
。
同
第
八
十
六
競
（
島
根
縣
立
松
江
農
林
學
校
修
業
年
限
及
入
學
資
格
愛
更
，
獣
瞥
畜
産
科
及

園
藝
科
衷
止
認
可
）
。
同
第
八
十
七
競
（
大
成
中
等
學
校
卒
業
者
學
力
指
定
）
・
同
第
八
十
八
競
乙
臼

岡
縣
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新
田
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校
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限
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入
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第
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一

帥
功
皇
后
の
御
時
に
百
祠
國
よ
り
欝
軍
破
敵
飼
と
院
す
る
名
剣
か
獣
ぜ

ら
れ
て
、
こ
れ
が
平
安
朝
時
代
に
至
る
東
で
朝
廷
の
御
賓
物
で
あ
っ
た
こ

と
p

應
仁
天
皇
の
御
代
に
同
じ
く
百
椅
の
昭
古
王
が
卓
素
な
る
名
高
い

冶
工
を
獄
じ
た
こ
と
、
推
古
天
皇
御
製
の
御
句
に
「
駒
な
ら
ば
日
向
の

駒
う
太
刀
な
ら
ば
哭
の
麦
さ
び
」
と
拝
す
る
こ
と
‘
"
正
倉
院
御
物
に
唐
大

刀
t

唐
様
大
刀
沿
吉
向
麗
様
大
刀
等
を
御
賓
蔵
あ
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
ゞ
も
よ

り
A

上
古
奈
良
朝
時
代
に
は
我
が
古
来
の
鍛
法
に
加
へ
て
大
陸
の
鍛
法
に

學
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
時
代
と
思
は
れ
る
。
此
時
代
の
刀
飼
の
形
態
上
の

妓
も
著
し
い
特
色
は
刀
身
に
譴
曲
が
な
い
こ
と
、
即
ち
直
刀
な
る
こ
と
で

あ
る
。
然
る
に
平
安
朝
時
代
に
至
っ
て
武
家
の
勃
興
信
兵
の
践
屋
等
の
事

由
に
因
り

3

幾
多
の
賀
験
を
謡
て
製
法
に
目
醒
し
き
襄
達
を
遂
げ

t

後
期

に
於
て
は
も
は
や
大
陸
の
鍛
法
の
ご
と
き
を
限
下
に
牌
院
し
て
我
が
國
獨

歩
の
域
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
宋
の
有
名
な
る
詩
人
歓
励
修
が
「
日

日

本

刀

の

話

日

本
刀
歌
」
を
賦
し
て
営
時
の
我
國
の
刀
飼
を
最
上
級
に
賞
揚
し
て
ゐ
る
こ

と
は
ま
こ
と
に
今
昔
の
感
に
堪
へ
な
い
n)

前
時
代
に
比
し
て
作
風
の
最
も

大
な
る
進
歩
は
太
刀
の
形
態
が
直
刀
よ
り
鏑
造
の
謎
刀
に
髪
化
し
た
こ
と

て
さ
こ
れ
が
割
断
の
武
器
と
し
て
優
秀
な
る
こ
と
は
今
日
の
力
學
に
於
て

も
證
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
は
即
も
武
家
時
代
で
あ
っ
て
武

カ
の
充
宵
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
刀
網
鍛
冶
の
興
隆
は
前
古
未
曾
有
で
、

麦
さ
に
黄
金
時
代
を
現
出
し
，
然
も
蒙
古
襲
束
に
野
す
る
國
民
の
覺
悟
は

鍛
冶
界
に
も
影
響
し
て
作
風
を
盆
々
堅
買
な
ら
し
め
た
る
を
見
逃
し
て
は

な
ら
ぬ
。
足
利
時
代
に
於
て
野
支
貿
易
が
復
活
せ
ら
る
ヽ
ゃ
、
刀
剣
が
輸

出
品
中
の
随
一
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
流
出
し
た
数
は
少
く
も
十
萬
口
以

上
を
算
せ
ら
門
此
等
の
多
く
は
新
作
の
も
の
で
あ
っ
｝
」
の
で
常
時
の
鍛

冶
界
へ
の
需
要
が
這
か
に
多
く
な
り
冷
や
が
て
来
る
戦
鯛
時
代
は
苔
ら
に

胴
内
の
需
要
を
加
へ
て
こ
¥
-
に
所
謂
需
要
過
多
の
現
象
を
呈
し
粗
製
の
も

の
が
綾
出
し
た
こ
と
は
遣
憾
で
あ
っ
た
。
勿
論
此
時
代
と
雖
も
特
に
註
交

l

i
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に
て
念
入
り
に
製
作
せ
し
め
た
る
も
の
に
は
前
時
代
に
も
劣
ら
ぬ
も
の
を

往
々
見
る
の
て
あ
っ
て

t

か
う
し
た
作
品
を
ば
古
く
よ
り
「
注
文
打
」
と

云
ひ
，
レ
デ
ー
メ
ー
ド
式
の
祖
製
品
を
「
数
打
」
と
呼
ん
で
居
る
0

一
面
の

見
方
よ
り
す
れ
ば
百
殿
陶
時
代
に
は
下
剋
上
の
世
相
よ
り
生
れ
た
下
級
武

士
這
か
武
士
の
多
か
つ
亡
こ
と
が
安
債
な
る
粗
製
品
の
需
要
を
多
か
ら
し

め
た
も
の
で
も
あ
ら
う
。
璧
臣
秀
吉
が
天
下
を
統
一
し
社
會
階
級
を
確
立

し
、
有
名
な
る
刀
狩
り
を
行
っ
て
武
士
階
級
以
外
は
刀
其
の
他
の
武
器
を

も
所
持
携
帯
す
る
こ
と
を
禁
じ
亡
る
こ
と
は
§
や
が
て
粗
製
品
の
濫
造
を

防
止
し
た
結
果
と
も
な
り
這
朝
鮮
八
道
を
長
怖
せ
し
め
た
る
武
力
の
充
賓

は
鍛
冶
界
に
も
反
映
し
て
こ
ヽ
に
技
側
に
於
て
鎌
倉
時
代
に
次
ぎ
た
る
時

代
を
現
出
し
た
。
徳
川
時
代
以
来
の
通
用
語
と
し
て
此
の
桃
山
時
代
の
代

表
的
名
エ
の
活
躍
期
な
る
慶
長
以
詞
の
も
の
を
ば
古
刀
と
云
ひ
，
以
後
の

も
の
を
新
刀
と
云
つ
て
ゐ
る
が
，
此
の
甑
別
は
作
風
の
菱
化
を
以
て
理
由

づ
け
る
よ
り
は
鍛
冶
工
の
系
統
と
分
布
の
愛
化
を
以
て
見
る
こ
と
に
意
義

が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
抑
ち
此
時
代
の
大
名
に
は
豊
臣
秀
吉
を
始
め

と
し
て
偉
統
的
の
名
門
の
出
で
な
い
も
の
が
多
い
や
う
に
此
時
代
の
名
エ

に
は
前
時
代
以
来
の
系
統
が
不
明
で
あ
る
も
の
が
多
<
'
新
し
い
城
下
町

を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
C

桃
山
時
代
の
作
風
は

眠
國
時
代
の
豊
富
な
る
賓
験
よ
り
貪
得
し
た
堅
賀
味
に
加
へ
て
此
時
代
一

般
の
藝
術
に
見
る
豪
華
な
る
美
観
を
呈
し
て
ゐ
る
も
の
で
，
こ
の
作
風
は

明
麿
萬
治
頃
ま
で
継
綬
し
て
ゐ
る
が
，
其
の
後
に
於
て
は
天
下
太
平
の
打

餃
き
た
る
結
果
と
し
て
鍛
冶
工
の
技
飼
は
次
第
に
弛
緩
し
≫
士
風
の
及
ぼ

二忍

前
に
日
本
刀
の
歴
史
を
概
説
し
亡
が
、
脱
明
中
に
刀
工
の
名
を
掲
げ
な

か
っ
た
こ
と
に
は
自
分
の
主
張
が
あ
る
の
で
あ
る
。
近
年
愛
刀
家
の
数
は

非
常
に
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
此
等
の
人
々
の
鑑
賞
振
り
を
見
る
に
大

部
分
は
観
勘
を
個
々
の
作
者
に
置
き
'
時
代
を
比
較
的
に
軽
観
し
て
る
る

や
う
に
恩
は
れ
る
こ
と
は
逍
撼
で
あ
る
。
誰
の
作
で
あ
る
か
を
精
へ
る
前

に
、
ま
づ
何
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
沼
何
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
を
十
分

に
稽
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
古
刀
に
於
て
は
文
款
に
て
知
り
得
る
刀
工
の

数
と
作
品
の
銘
よ
り
知
り
亡
る
刀
工
の
数
と
の
割
合
は
後
者
は
前
者
の
十

分
の
一
に
も
足
り
ぬ
も
の
で
，
さ
仇
ば
無
銘
刀
に
接
し
た
る
時
に
は
時
代

系
統
以
上
に
は
作
者
を
見
定
め
難
い
こ
と
が
多
い
こ
と
は
書
蹟
鎗
叢
彫
刻

等
凡
て
の
藝
術
品
に
共
通
の
こ
と
で
あ
る
。
徳
川
時
代
に
は
各
方
面
に
職

業
的
の
鑑
定
家
が
あ
っ
て
所
謂
折
網
な
る
鑑
定
書
を
匿
褻
し
て
る
る
の
で

あ
る
が
，
此
等
は
殆
ど
作
者
の
個
名
ま
で
を
極
め
て
る
る
。
こ
れ
が
明
治

以
降
の
學
問
の
褻
逹
に
つ
れ
て
識
者
は
か
A

る
こ
と
の
不
合
理
を
知
り
≫

次
第
に
時
代
に
観
幽
を
濫
い
た
鑑
賞
に
移
り
つ
A

あ
る
際
に
，
刀
飼
に
於

て
の
み
は
未
だ
に
こ
れ
に
逆
行
す
る
者
の
多
い
こ
と
は
一
沫
の
淋
し
さ
を

感
す
る
も
の
で
あ
る
。
ど
こ
，
ゑ
で
も
ま
づ
時
代
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

弓

古
来
名
エ
と
し
て
人
口
に
謄
灸
｀
す
る
も
の
は
，
大
賓
年
間
の
天
國
，
奈

良
朝
の
軸
息
、
平
安
朝
大
同
年
間
の
伯
者
安
綱
，
永
延
頃
の
三
條
宗
近
魯

鎌
倉
時
代
の
粟
田
口
吉
光
、
同
じ
く
五
郎
入
道
正
警
其
の
第
子
村
正
'

日

本

刀

の

話

文
部
時
報

第
五
百
四
十
五
誠

こ

す
と
こ
ろ
或
は
賃
用
を
没
却
し
て
美
観
の
み
を
覚
め
た
る
も
の
を
生
す
る

に
至
っ
亡
。
徳
川
末
期
に
於
け
る
復
古
這
励
は
政
治
方
面
ば
か
り
で
は
な

＜
藝
術
方
面
に
も
及
ぼ
し
て
ゐ
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
≫
鍛

刀
界
に
於
て
も
文
化
文
政
の
頃
よ
り
復
古
刀
と
呼
稲
し
て
、
主
と
し
て
鎌
倉

時
代
の
作
風
に
復
る
傾
向
が
漸
く
濃
厚
と
な
っ
た
。
然
し
な
が
ら
時
已
に

一
般
に
技
俯
低
下
の
底
近
く
に
あ
っ
た
の
で
ニ
ー
の
刀
工
の
他
に
は
形
式

的
の
復
古
に
停
止
し
て
賓
質
の
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
。
加
之
明
治

四
年
の
麿
刀
令
は
全
國
．
の
刀
工
に
致
命
的
打
撃
を
興
ヽ
こ
．
A

に
さ
し
も

偉
統
を
誇
る
日
本
刀
の
鍛
法
も
危
く
根
絶
す
る
か
と
思
は
れ
た
が
沿
畏
＜

も
明
治
大
帝
に
は
深
く
刀
剣
に
御
趣
味
あ
ら
せ
ら
れ
，
古
名
刀
の
貴
重
に

し
て
襲
蔵
す
べ
き
こ
と
を
國
民
に
御
示
し
あ
り
た
る
と
共
に
沿
営
時
の
刀

工
を
帝
室
技
藝
員
と
し
て
遇
し
給
叫
或
は
新
作
刀
の
御
買
上
等
ど
以
て

日
本
刀
鍛
法
の
永
久
に
保
存
す
べ
き
こ
と
を
御
垂
毅
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
に

感
醤
し
て
、
民
間
に
於
て
も
中
央
刀
飼
會
等
の
刀
工
其
の
他
刀
剣
に
闘
す

る
職
人
保
譲
の
園
僭
又
は
特
志
家
が
生
れ
て
幸
に
も
道
の
絶
ゆ
る
こ
と
な

く
し
て
昭
和
の
御
代
に
至
り

b

近
時
圃
際
非
常
時
に
直
面
し
て
國
民
間
に

愈
々
日
本
精
肺
が
鼓
舞
し
顕
揚
せ
ら
る
j

に
伴
つ
て
｀
愛
刀
の
趣
味
が
湧

然
と
し
て
興
り
，
過
去
の
作
品
の
み
な
ら
，
で
新
作
刀
を
も
愛
す
る
こ
と
は

明
治
以
降
未
曾
有
の
観
が
あ
る
c}

こ
の
楓
逮
に
際
し
て
よ
き
指
導
を
以
て

せ
ば
や
が
て
技
側
に
於
て
徳
川
時
代
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
敢
て
難
事
で
は

あ
る
ま
い
。

穏
川
時
代
の
虎
徹
で
あ
る
。
但
し
前
述
の
時
代
は
俗
間
に
偉
ふ
る
ま
‘
：
ぜ

参
考
麦
で
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
此
等
の
刀
工
は
果
し
て
名
エ
な

り
や

b

時
代
は
傭
来
の
ま
A

な
る
や
に
就
て
一
言
す
る
に

9

天
國
と
肺
息

は
所
偉
の
時
代
に
該
嘗
す
る
有
銘
の
作
は
嘗
て
見
聞
せ
ず
t

安
綱
は
確
賞

な
る
作
が
比
較
的
に
多
く
現
存
し
て
ゐ
る
が
沿
何
れ
も
洗
煉
せ
ら
れ
亡
る

鏑
造
り
の
潤
刀
で
あ
る
か
ら
時
代
は
平
安
朝
後
期
と
す
べ
く
、
宗
近
も
殆

ど
同
時
代
と
認
め
ら
れ
、
倶
に
名
エ
な
る
に
論
な
く
、
粟
田
口
吉
光
は
偉

来
に
さ
し
亡
る
間
違
な
く
鈍
倉
末
期
の
名
エ
で
あ
る
。
次
の
正
宗
は
明
治

年
間
に
抹
殺
論
が
突
袋
し
て
近
来
に
至
る
ま
で
疑
問
の
刀
工
と
さ
れ
て
ゐ

る
が
所
在
は
確
賀
な
る
史
料
に
抵
つ
て
も
は
や
動
か
す
べ
く
も
な
く
時
代

は
吉
光
の
後
で
あ
る
。
村
正
を
正
宗
の
弟
子
と
す
る
こ
と
は
全
く
攣
繹
帥

の
創
作
で
、
事
貰
は
足
利
時
代
の
刀
工
で
嘗
時
の
良
工
で
は
あ
る
が
名
エ

の
域
に
は
至
ら
な
い
。
此
工
の
作
刀
が
祟
り
を
な
す
と
の
布
詮
は
，
徳
川

家
に
於
て
家
康
の
腿
父
清
康
，
父
廣
忠
≫
家
康
溶
其
の
子
信
康
の
四
人
が

不
閾
も
村
正
の
刀
で
殺
傷
の
危
に
遇
ふ
た
の
で
家
康
炉
此
作
の
刀
を
忌
避

し
た
こ
と
よ
り
始
ま
り
、
爾
来
徳
川
家
は
勿
論
譜
代
の
大
名
直
参
等
は
指

料
に
す
る

[
J

と
を
遠
慮
し
た
の
で
、
此
邊
よ
り
因
を
登
し
て
巷
間
の
話
題

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
虎
徹
は
徳
川
時
代
寛
文
延
賓
頃
の
刀
工
で
，

新
刀
中
屈
指
の
上
手
て
あ
る
炉
し
彼
の
作
鳳
の
最
も
稲
す
べ
き
勘
は
如
何

に
も
憚
面
目
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。
慨
し
て
新
刀
は
古
刀
に

比
し
て
偽
物
が
少
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
虎
徹
の
如
き
は
新
刀
で
も
古
名

作
に
劣
ら
ぬ
程
に
鶯
物
が
多
い
か
ら
油
断
が
な
ら
ぬ
。
鑑
定
の
極
意
に



日

本

刀

の

話

銘
長
光

太

刀

名

胸

大

艘

若

作
者
長
光
は
鎌
倉
中
期
に
於
け
る
備
前
長
船
の
名
エ
で
あ
り
、
此
太
刀
は
同
作
中
の
傑
作
と
し
て
古
来
名
高
く

S

大
般
若
の

異
名
が
あ
る
。
蓋
し
此
太
刀
は
足
判
時
代
に
於
て
す
で
に
六
百
貫
の
高
債
で
あ
っ
た
の
で
¥
大
般
若
繹
六
百
巻
に
で
此

ロ

伯
爵

伊
京
治
正
所
蔵

一
五

第
五
百
四
十
五
駿

「
虎
徹
と
見
た
ら
嘘
と
恩
へ
」
と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
虎
徹
の
み
な
ら
へ
｛
~
人

口
謄
灸
の
名
エ
の
作
が
店
頭
に
あ
っ
た
な
ら
ば
万
然
も
安
債
で
あ
っ
た
な

ら
ば
≫
凡
て
偉
物
と
思
へ
と
の
苦
言
を
掘
出
し
黛
に
呈
す
る
次
第
で
あ

る。
刀
創
を
國
賓
に
指
定
す
る
こ
と
は
明
治
四
十
二
年
に
始
ま
り

b

爾
束
今

日
に
至
る
ま
で
三
百
八
十
六
件
約
四
百
口
の
指
定
を
見
｀
亡
。
此
等
國
賓
刀

は
他
の
國
賓
と
同
様
に
美
術
の
模
範
と
な
り
又
は
歴
史
の
證
微
と
な
る
こ

と
を
條
件
と
し
て
指
定
苔
れ
た
も
の
で
，
古
く
は
聖
徳
太
子
御
偏
用
と
博

細
川
謹
立
所
蔵

ふ
る
有
名
な
七
星
飼
。
丙
子
椒
林
網
（
四
天
王
寺
所
有
）
よ
り
徳
川
時
代
の

所
謂
新
刀
に
至
る
ま
で
各
時
代
の
作
品
を
見
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
名
刀

の
代
名
詞
の
如
く
に
な
っ
て
ゐ
る
正
宗
の
作
刀
が
従
来
一
口
も
指
定
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
鉗
し
て
随
分
不
審
に
恩
ふ
向
も
あ
ろ
や
う
で
あ
る
が
沿

そ
れ
は
明
治
二
十
九
年
以
来
刀
飼
學
界
に
大
問
題
と
な
っ
た
正
宗
抹
殺
論

の
可
否
を
十
二
分
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
；
は
や
抹

殺
論
不
可
が
定
詑
と
な
っ
た
今
日
に
於
て
は
や
が
て
其
の
作
の
指
定
を
見

る
こ
と
A

思
は
肛
る
。
次
に
―
二
の
國
賓
刀
の
宮
冥
を
掲
け
て
参
考
に
供

す
る
こ
と
に
す
る
。

｛
銘
翌
後
國
行
平
作

太

刀

附

革

包

太

刀

り
烏
丸
光
廣
に
傷

二
L

古
来
名
圏
く

5

細
川
幽
齋
よ

と
し

作
者
行
平
は
錬
倉
初
期
の
名
エ
で
あ
る
。
此
作
は
行
平
中
の
行
平

仁
ば
か
り
で
な
く

。
因
に
幽
齋
は
歌
人
と
し
て
令
名
が
あ
っ

あ
ら
う

ヘ

椿

の

革

包

太

刀

は

幽

齋

嘗

時

の

製

作

で

，
 

た
も
の
で

に
際
し
て
此
太
刀
を
紀
念
と

刀
飼
の
鑑
識
に
於
て
も
嘗
時
こ
露
の
域
に
あ
っ
た
。
而
し
て
幽
齋
が
古
今
偉
授
を
光
齋
に
許
す

し
て
偉
へ
た
と
云
ふ
。

四
C

支
部
時
報

ロ

侯
爵

一
匹



H
本

刀

¢'.,9 

話

第
五
百
四
士
蘊

，
信
長
は
姉
川
の
歌
の
按
軍
を
謝
し
て
徳

'
其
の
後
得
川
時
代
を
通
し
て
信
昌
の
子
孫
仁
る
武

U

も
と
足
利
貯
軍
家
の
璽
翌
＼
其
の
後
織
田
信
長
の
有
と
な
り

の
異
名
が
あ
る

川
家
康
に
贈
り

b

家
康
よ
り
長
篠
の
叡
の
賞
と
し
て
奥
平
信
昌
に
興
ヘ

州
忍
の
松
平
家
の
蜜
刀
で
あ
っ
亡
。

饂
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文
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さ
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也
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召

沿

，

5

9

^

t

一

伶

j

各
部
の
中
で
最
も
時
代
の
見
と
こ
ろ
と
な
る
の
か
姿
と
匁
文
で
あ
り
系
統

個
々
の
作
者
を
知
る
に
は
匁
文
の
手
癖
を
委
し
く
筍
究
す
る
こ
と
が
肝
変

で
あ
る
。

次
に
編
輯
部
の
注
文
に
よ
っ
て
刀
剣
各
部
の
名
稲
を
国
説
す
る
。
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一
目
的

二
内
容
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訓 訓

第
五
百
四
十
五
競

本
省
行
政
＝
闘
ス
ル
法
令
競
＝
詣
般
ノ
旅
殴
事
項
ヲ
周
知
セ
シ
ム
ル
:
卜
共
―
―

所
管
Jノ
行
政
及
敦
育
概
闘
等
ノ
薗
終
提
携
―
―
便
ナ
ラ
シ
ふ
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

本
時
報
登
載
富
項
＇
ノ
大
要
左
，
加
誓
)

書令
9
1

、
f

刀

法

令

解

説

任
免
五
殻
臀
絨
位
，
絞
勘

講
演
三
匹
門
談
話事

函ヽ

r,ff 
且℃研公

三
編
築
文
部
時
報
編
纂
乙
為
編
籟
委
員
長
蚊
編
築
委
員
若
干
名
ヲ
置
，
グ

編
纂
委
員
長
ハ
文
害
課
長
ヲ
以
テ
之
―
―
充
テ
編
纂
委
員
ハ
文
嘗
認
罠
中
ョ
リ
之
ヲ
命

ズ

指告閣勅

緊
.g 

J→ 

p 
ヘ
ル例

應モ規
/Iヽ

告査彰答ご，示令語
/ 

冒喜
ショ

ダリ通
統復凡公牒告省法

メヽモク
叩 ~ f9-~ 
零ノ＝パ列

笈テ参規ヽ
報~ ~し 考ト

トナ

告・ ナリ

鱈計書 沙又諭令
モ・"
ノー

般
ヽ

}
しクフ

哨
rJ

1
i

臥

必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
審
賓
委
員
J

意
見
ヲ
求
'
{
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

資
料
菰
集
ノ
為
省
内
各
局
諒
＝
文
部
時
報
報
告
委
員
ヲ
置
ク

文
部
時
報
報
告
委
員
ハ
各
部
局
謀
ノ
理
亭
官
，
屍
喜
喝
託
等
ヲ
以
テ
之
二
尤
ツ

必
要
＝
應
ジ
直
轄
各
部
，
各
府
縣
共
J

他
ョ
リ
資
料
ヲ
求
ふ
ル

n

、iヲ
得

四
後
行
本
時
報
ハ
菊
版
b

]

犀
競
約
六
十
四
頁
＇
．
定
債
金
戴
拾
餞
ヲ
糠
準
ト
・
シ
誌
月
竺

同
l

J

日
ヲ
褒
行
期
日
ト
ス

七
八拾

ー

合才疇
i

ノt
.
 

負箪
盗

三瞬
1

し
す

廣
告
料
は
一
頁
五
拾
閥
、
二
分
＇
メ
一
頁
参
拾
狐

b

四
分
ノ
一
頁
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褐
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数
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壼
部
侮
に
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参
頁
を
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ゆ
る
こ
と
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＇

翠
右
文
部
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の
御
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よ
っ
た
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よ
っ
て
す

し
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月
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日
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刷
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五
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政
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目
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行
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地
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行

政
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會
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磋
邸
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て
空
ヘ
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振
替
貯
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口
座
束
京
十
•
西

中
學
生
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學
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上
級
生
の
た
め

三
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愛
兒
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為
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物
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餘
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に
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罰
攣
記
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が1ぺ
璽
糾
叫
〗
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胃
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な
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ん
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だ

ま

ん

あ

る

の

を

嘆

ぎ

、

自
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善
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為

に

莱
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さ

れ

た
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し
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ざ
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ん
ぜ

I
c
P
沢

く

わ

本
や
皐
な
る
面
白
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位
だ
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け
の
雑
誌
類
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全
然
逹
つ
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沿
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修
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安
ん
じ
て
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れ
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そ
の
愛
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年
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君
父
兄
諸
君
の
た
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に
、
心
か
こ
の
文
庫
は
、
人
の
親
と
い
ふ
立
場
か

兒
に
興
へ
ら
れ
る
こ
と
を
お
勘
め
す
る
ら
祝
謁
し
感
隊
せ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。
ら
親
身
に
な
っ
て
編
纂
さ
れ
て
ゐ
る
。
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