
　

大
学
審
議
会
の
答
申
、
そ
れ
に
と
も
な
う
大
学
設
置
基
準
の
改
訂

に
よ
っ
て
、
一
般
教
育
と
専
門
教
育
の
科
目
区
分
や
教
員
区
分
が
廃

止
さ
れ
、
外
国
語
科
目
と
保
健
体
育
科
目
（
以
下
、
一
般
体
育
）
の

必
修
指
定
が
外
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
、
各
大
学
は
一
般
教
育
の
見
直
し
を
含
め
た
大
学
教
育

全
体
の
改
編
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
一
部
の
大
学
を
の
ぞ
い
て
は
、
そ

れ
に
対
応
す
る
全
学
お
よ
び
学
部
レ
ベ
ル
の
委
員
会
を
設
置
し
て
今

後
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
模
索
し
て
い
る
段
階
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
一
般
体
育
の
位
置
づ
け
、
と
り
わ
け
必
修
か
否
か
が

焦
眉
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
す
で
に
、
現
状
維
持

（
必
修
）
、
必
修
で
あ
る
が
単
位
の
縮
小
、
あ
る
い
は
選
択
科
目
と
す

る
な
ど
の
方
向
が
決
定
し
て
い
る
大
学
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

　

高
知
大
学
に
お
い
て
も
、
全
学
的
な
委
員
会
な
ど
を
設
置
し
て

様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

一
般
教
育
定
員
（
数
）
の
各
学
部
へ
の
再
配
分
や
一
般
教
育
の
中
へ
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専
門
教
育
の
基
礎
教
育
を
位
置
づ
け
る
か
否
か
な
ど
の
問
題
に
議
論

が
集
中
し
て
お
り
、
一
般
体
育
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
一
部

の
学
科
か
ら
必
修
四
単
位
を
二
単
位
に
と
い
う
意
見
が
で
て
い
る
他

は
現
状
維
持
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、　

「
小
康
状
態
を
保
っ
て
い

る
」
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。

□　

一
般
体
育
教
員
の
特
殊
な
立
場

　

一
般
体
育
の
問
題
に
入
る
前
に
、
本
学
に
お
け
る
一
般
教
育
の
実

施
体
制
の
現
況
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

本
学
に
は
教
養
部
は
な
く
、
人
文
学
部
、
理
学
部
、
教
育
学
部
、

農
学
部
の
四
学
部
の
う
ち
、
人
文
・
理
学
部
の
二
学
部
に
一
般
教
育

を
担
当
す
る
教
員
が
配
置
さ
れ
、
専
門
教
員
と
と
も
に
専
門
教
育
と

一
般
教
育
を
担
当
し
て
い
る
。
人
文
学
部
の
文
学
科
に
は
、
一
般
教

育
科
目
の
人
文
系
列
と
外
国
語
科
目
担
当
の
教
員
、
同
学
部
の
経
済

学
科
に
は
一
般
教
育
科
目
の
社
会
系
列
担
当
の
教
員
、
ま
た
理
学
部

に
は
一
般
教
育
科
目
の
自
然
系
列
担
当
の
教
員
が
所
属
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
本
学
で
は
、
人
文
・
理
学
部
に
よ
る
』
般
と
専
門
の

一
体
的
運
営
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

だ
が
、
こ
の
中
に
あ
っ
て
例
外
な
の
が
一
般
体
育
担
当
の
教
員
で

あ
る
。
我
々
五
名
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
人
文
学
部
に
所
属
し
て
い
る
が
、

専
門
分
野
も
異
な
る
た
め
に
学
部
の
専
門
教
育
を
担
当
し
な
い
で
一

般
教
育
（
体
育
）
の
み
を
担
当
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
ほ
ぽ
全
員

が
教
育
学
部
の
特
設
体
育
科
（
高
校
体
育
教
員
の
養
成
が
主
目
的
）

の
専
門
教
育
を
学
内
兼
担
と
い
う
か
た
ち
で
担
当
し
て
い
る
が
、
本

分
は
一
般
教
育
（
体
育
）
で
あ
り
、
組
織
的
に
は
高
知
大
学
に
お
い

て
唯
一
専
門
教
育
を
担
当
し
て
い
な
い
集
団
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点

で
、
十
数
年
前
か
ら
幾
度
と
な
く
、
特
設
体
育
科
と
一
体
化
し
て

』
般
と
専
門
の
一
体
的
運
営
」
を
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
議
論
が

持
ち
上
が
っ
て
き
た
が
、
実
現
し
な
い
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

全
国
的
に
み
て
、
一
般
体
育
教
員
の
所
属
の
仕
方
に
は
基
本
的
に
三

つ
ぐ
ら
い
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
一
つ
は
、
独
立
し
た
教
養
部
と
い

う
組
織
に
所
属
し
て
い
る
場
合
、
二
つ
に
は
、
教
育
学
部
な
ど
の
体

育
教
員
養
成
の
専
門
教
育
組
織
に
所
属
し
て
専
門
教
育
も
担
当
し
て

い
る
場
合
、
こ
の
例
と
し
て
は
北
海
道
大
学
や
香
川
大
学
が
あ
げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
本
学
の
よ
う
な
場
合
、
た
だ
本
学

の
場
合
は
一
つ
の
学
部
に
ま
と
ま
っ
て
所
属
し
て
い
る
が
、
一
橋
大

学
や
大
分
大
学
の
よ
う
に
各
学
部
に
分
属
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
で
、
専
門
教
育
を
担
当
し
な
い
で
教
養
部

や
各
学
部
に
所
属
し
て
い
る
教
員
の
処
遇
（
表
現
が
悪
い
が
）
が
、

各
大
学
で
議
論
の
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回

の
設
置
基
準
の
改
訂
は
、
一
般
教
育
と
専
門
教
育
の
区
別
を
取
り
払

う
も
の
で
、
決
し
て
一
般
教
育
軽
視
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
実
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際
は
一
般
教
育
解
体
へ
と
導
こ
う
と
す
る
文
教
政
策
の
現
れ
で
あ
り
、

そ
の
流
れ
に
従
え
ば
、
一
般
体
育
教
員
は
ど
こ
か
の
専
門
教
育
組
織

に
専
門
教
育
を
担
当
で
き
る
か
た
ち
で
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

わ
け
で
あ
り
、
学
内
に
相
応
す
る
組
織
が
あ
れ
ば
ま
だ
よ
い
が
、
な

い
場
合
に
非
常
に
困
難
を
極
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動

向
は
、
一
般
体
育
に
誇
り
を
も
っ
て
担
当
し
て
き
た
教
員
に
と
っ
て

は
な
ん
と
も
口
惜
し
い
限
り
で
あ
る
。

□　

集
中
種
目
へ
の
疑
問

　

本
学
の
一
般
体
育
は
、
一
九
九
〇
年
度
ま
で
少
し
変
わ
っ
た
履
修

方
法
を
採
用
し
て
い
た
。
必
修
四
単
位
の
内
訳
は
、
他
大
学
と
同
様

に
実
技
二
単
位
と
講
義
二
単
位
（
体
育
講
義
と
保
健
講
義
各
一
単

位
）
で
あ
っ
た
が
、
実
技
を
通
常
種
目
（
一
五
週
・
三
〇
時
間
）
と

集
中
種
目
（
四
日
間
・
一
五
時
間
）
に
分
け
て
、
そ
の
両
方
を
履
修

し
て
実
技
一
単
位
（
四
五
時
間
）
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

採
点
・
評
価
は
通
常
種
目
を
も
っ
て
お
こ
な
い
、
集
中
種
目
は
合
否

の
判
定
の
み
と
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
学
生
は
通
常
と
集
中
を
二
種

目
ず
つ
の
合
計
四
つ
の
異
な
っ
た
種
目
を
履
修
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
集
中
種
目
で
は
、
硬
式
テ
ニ
ス
や
卓
球
な
ど
の
一
般
的
な

も
の
か
ら
、
ゴ
ル
フ
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
、
水
泳
、
ス
キ
ー
、
登
山
な
ど

も
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
方
法
を
採
用
し
た
当
時
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
現
在
で
は
一
人
も

い
な
い
の
で
、
な
ぜ
集
中
種
目
併
用
の
こ
の
よ
う
な
方
法
に
し
た
の

か
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
四
五
時
間
で
一
単
位
と
い
う
単

位
の
換
算
方
法
と
、
半
期
（
三
〇
時
問
）
か
通
年
（
六
〇
時
間
）
か

と
い
う
本
学
の
学
期
制
と
の
整
合
性
を
は
か
る
た
め
の
苦
肉
の
策
と

し
て
、
ま
た
、
ス
キ
ー
や
登
山
の
よ
う
に
集
中
形
式
で
し
か
で
き
な

い
ス
ポ
ー
ツ
を
と
り
い
れ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
「
生
涯
体
育
」
と
の
関
係
で
、
多
様
な
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
さ
せ
ス

ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
動
機
づ
け
を
お
こ
な
う
と
い
っ
た
発
想
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
大
学
に
よ
っ
て
は
三
〇
時
問
で
三

分
の
二
単
位
と
し
て
そ
れ
を
三
つ
履
修
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
本
学
で
は
分
数
単
位
に
た
い
し
て
事
務
サ
イ
ド
に
か
な

り
の
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
学
で
は
二
〇
年
近
く
こ
の
方
法
で
や
っ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
年
、
集
中
種
目
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
ス

タ
ッ
フ
の
中
か
ら
矛
盾
や
疑
問
が
い
く
つ
か
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
、
以
下
の
二
点
に
整
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
第
一
点
は
、
四
日
連
続
の
集
中
で
お
こ
な
う
た
め
に
、
天
候

な
ど
の
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
高
知
は
一
年
を
通
し
て
雨
が
多
く
、
二
、
三
日
降
り
続
く
こ

と
な
ど
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
集
中
の
硬
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式
テ
ニ
ス
な
ど
開
講
期
間
が
重
な
る
と
ほ
と
ん
ど
授
業
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
な
り
の
工
夫
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
果
し
て
そ
れ
で

授
業
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

第
二
点
と
し
て
、
集
中
と
い
う
形
式
の
教
育
的
効
果
に
た
い
す
る

疑
問
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
学
に
お
け
る
一
般
体
育
の
意
義

（
独
自
性
）
や
目
的
と
は
何
か
、
我
々
は
学
生
に
ど
の
よ
う
な
知
識

や
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
ど
の
根
本
的
な

問
い
直
し
の
議
論
を
必
然
化
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
一
年
度

の
入
学
生
か
ら
ス
キ
ー
を
除
い
て
す
べ
て
の
集
中
種
目
の
履
修
を
廃

止
し
て
通
常
種
目
だ
け
に
よ
る
履
修
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

□　

な
ぜ
集
中
種
目
を
廃
止
し
た
か

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
設
置
基
準
の
改
訂
を
契
機
に
し
て
、
一
般
体

育
四
単
位
を
必
修
と
す
る
か
否
か
の
議
論
の
一
方
で
、
体
育
の
授
業

そ
の
も
の
の
見
直
し
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
特

に
目
立
つ
の
が
、
集
中
形
式
の
授
業
の
採
用
で
あ
る
。
ス
キ
ー
や
登

山
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
や
中
に
は
サ
バ
イ
バ
ル
ゲ
ー

ム
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
プ
ま
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

今
日
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
多
様
性
（
ス
ポ
ー
ツ
産
業
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
面
も
あ
る
が
）
も
背
景
に
し
な
が
ら
、
大
学
審
議
会
の
答

申
の
中
に
体
育
実
技
に
お
い
て
積
極
的
に
集
中
形
式
を
と
り
い
れ
る

よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
、
大
学
体
育
の

生
き
残
り
策
と
し
て
の
「
学
生
に
と
っ
て
面
白
い
魅
力
あ
る
授
業
」

づ
く
り
の
”
努
力
”
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
向
か

ら
す
れ
ば
、
我
々
の
今
回
の
改
革
は
「
時
代
の
流
れ
」
に
完
全
に
逆

行
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
本
学
に
お
け
る
集
中
の
授
業
は
、

全
般
的
に
学
生
に
評
判
が
よ
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
短
期
間
で
出

席
さ
え
し
て
い
れ
ば
簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
で
単
位
が
も
ら
え
る
こ
と
、

し
か
も
、
学
生
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
や
ゴ
ル
フ
に
は
「
遊

び
の
よ
う
な
面
白
さ
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
何
故
学
生
に
評
判
の
よ
い
集
中
種
目
を
廃
止
し
た
の
か
。

面
白
さ
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
面
白
さ
、
楽
し
さ
の
質
が
問

題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、　

「
遊
び
の
よ
う
な
面
白
さ
」
と
い

う
レ
ベ
ル
に
学
生
の
認
識
を
押
し
と
ど
め
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
れ
ま

で
の
集
中
種
目
の
あ
り
方
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
問
題
に
端
を
発
し
て
、
本
学
の
一
般
体
育

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
議
論

は
、
当
初
は
前
述
の
よ
う
な
内
発
的
な
契
機
に
よ
る
も
の
で
設
置
基

準
の
改
訂
を
直
接
の
契
機
と
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、

大
学
審
議
会
の
答
申
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
当
然
、
そ

れ
を
意
識
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

ま
ず
、
我
々
は
一
般
体
育
の
理
念
を
「
身
体
・
健
康
（
体
力
）
に
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関
心
を
持
ち
、
将
来
に
わ
た
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
を
行
な
う
こ
と
の
で
き

る
（
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
）
能
力
の
育
成
だ
け
で
な
く
、
身
体
・
健
康
や

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
科
学
的
な
認
識
能
力
の
育
成
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
」
と
規
定
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
（
運
動
）
技
能
が

向
上
す
る
だ
け
で
な
く
、
以
下
の
三
つ
の
能
力
の
育
成
を
目
標
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

　

①
ス
ポ
ー
ツ
技
術
に
関
す
る
科
学
的
認
識
能
力

　

②
ス
ポ
ー
ツ
集
団
・
組
織
の
管
理
・
運
営
能
力

　

③
身
体
・
健
康
や
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
自
然
科
学
的
・
社
会
科
学

　
　

的
認
識
能
力
（
こ
の
分
野
は
、
高
校
体
育
ま
で
で
最
も
欠
落
し

　
　

て
い
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
大
学
教
育
に
お
い
て
よ
り

　
　

重
視
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
）
。

　

こ
れ
ら
に
基
づ
く
、
実
技
に
お
け
る
学
生
の
具
体
的
な
能
力
像
を

「
う
ま
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
楽
し
め
る
と
と
も
に
、
技
術
に
関
す

る
知
識
や
技
術
の
発
展
（
法
則
）
に
関
す
る
科
学
的
認
識
を
獲
得
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
練
習
計
画
を
立
案
で
き
る
こ
と
、
ま
た
練
習
の
計

画
・
実
践
・
試
合
な
ど
に
お
い
て
仲
問
と
協
力
し
て
集
団
の
管
理
・

運
営
に
自
主
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
と
設
定
し
た
。

こ
の
目
標
の
実
現
の
た
め
に
は
、
技
術
に
関
す
る
認
識
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
や
練
習
計
画
を
立
て
た
り
す
る
一
定
の
時
間
（
期
間
）
を
必

要
と
す
る
こ
と
、
ま
た
集
団
が
管
理
・
運
営
能
力
を
発
揮
す
る
た
め

に
も
集
団
の
熟
成
の
た
め
の
一
定
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。
こ
の
点
が
、
集
中
種
目
を
廃
止
し
た
最
大
の
理
由
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
集
中
種
目
は
、　

「
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
」
に
つ
な

が
る
ス
ポ
ー
ツ
産
業
の
た
め
の
従
順
な
消
費
者
の
育
成
と
し
て
は
十

分
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く

り
と
授
業
と
取
り
組
み
、
ス
ポ
ー
ツ
の
真
の
主
人
公
と
な
り
う
る
学

生
を
育
て
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
一
年
問
の
大
単
元
を
組
み

た
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
が
、
今
回
は
見
送
ら
れ
た
。

　

た
だ
、
集
中
の
よ
う
な
方
法
で
し
か
で
き
な
い
種
目
も
あ
り
、
集

中
の
授
業
が
す
べ
て
よ
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
の
改

革
は
、
我
々
の
教
育
理
念
・
目
標
に
照
ら
し
て
、
相
対
的
に
評
価
し

よ
り
よ
い
方
法
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た
工
夫
次
第
で
は
、

通
常
種
目
の
教
育
的
効
果
に
近
づ
け
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い

し
、
通
常
種
目
に
は
な
い
教
育
的
効
果
の
期
待
も
否
定
で
き
な
い
。

本
学
で
も
様
々
な
条
件
を
考
慮
し
て
ス
キ
ー
は
存
続
さ
せ
た
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
事
前
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
講
義
を
充
実
さ
せ

る
な
ど
し
て
対
応
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
以
外
に
大
き
な
理
由

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
学
審
議
会
の
答
申
の
中
に
あ
っ
た
単
位
の

互
換
制
度
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
体
育
に
つ
い
て
言
え
ば
、

学
内
で
の
ク
ラ
ブ
活
動
や
学
外
で
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
（
例
え
ば
、
民
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問
施
設
で
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室
）
を
も
っ
て
、
一
般
体
育
の
単
位
と
し

て
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
必
修
制
の
論
議
以
上
に
こ
の
こ

と
に
危
機
感
を
持
つ
大
学
体
育
関
係
者
も
多
い
。

□　

問
わ
れ
る
大
学
一
般
体
育
の
独
自
性

　

今
日
の
大
学
一
般
体
育
の
授
業
は
、
劣
悪
な
大
学
政
策
に
よ
っ
て

非
常
勤
講
師
に
依
存
す
る
割
合
が
高
く
、
集
中
の
授
業
の
場
合
は
、

専
任
の
数
や
指
導
歴
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
そ

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
本
学
の
こ
れ
ま

で
の
集
中
の
授
業
も
同
様
で
、
特
に
ボ
ウ
リ
ン
グ
や
ゴ
ル
フ
は
、
教

官
が
随
伴
す
る
も
の
の
、
施
設
専
属
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
指
導

を
ほ
と
ん
ど
ま
か
せ
て
い
た
。

　

こ
の
実
態
は
、
大
学
審
議
会
の
答
申
が
打
ち
出
し
た
単
位
の
互
換

制
度
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
既
成
事
実
を
自
ら
蓄
積
し
て
い

た
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
こ
の
反
省
に
立
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
方
向
に
通
ず
る
集
中
種
目
を
制
度
的
に
廃
止
し
よ
う
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
二
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
学
外
で
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
と
の
互
換
の
話
は
出
な
か
っ

た
が
、
本
学
の
今
回
の
一
般
教
育
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
、
体
育
系

の
ク
ラ
ブ
に
加
入
し
て
い
る
学
生
や
教
育
学
部
の
特
設
体
育
科
の
学

生
に
は
一
般
体
育
の
履
修
を
免
除
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
一

部
か
ら
あ
が
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
一
部
の
人
た
ち
に
は
、
一
般
体

育
と
い
う
も
の
が
、
体
を
動
か
し
、
せ
い
ぜ
い
少
し
ば
か
り
の
体
力

と
技
能
を
身
に
つ
け
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
し
か
映
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
意
見
に
た
い
し
て
、
先
述

し
た
一
般
体
育
の
理
念
や
目
標
な
ど
を
説
き
、
現
状
の
ク
ラ
ブ
に
は

そ
う
し
た
教
育
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
な
い
こ
と
、
ま
た
特
設
体
育
科

の
学
生
の
専
門
の
授
業
で
は
、
一
定
の
技
能
的
水
準
を
有
し
た
等
質

集
団
で
の
経
験
し
か
得
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
下
手
な
者
も
存
在
す
る

異
質
集
団
と
し
て
の
一
般
体
育
の
授
業
が
、
彼
ら
の
専
門
性
に
と
っ

て
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
反
論
し
た
。

　

こ
の
単
位
の
互
換
制
度
の
問
題
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
、
大
学
一
般

体
育
の
存
在
意
義
と
は
何
か
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
で
代
替
で
き
な

い
独
自
性
と
は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
こ
と
を
内
外
に

示
し
て
合
意
形
成
を
は
か
っ
て
い
く
努
力
を
我
々
に
求
め
て
い
る
と

も
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
、
魅
力
あ
る
質
の
高
い
授
業

を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
我
々
の
不
断
の
研
鐙
と
実
績
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
本
学
で
の
今
回
の
議
論
や
改

革
は
、
ま
だ
そ
の
端
緒
の
事
例
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、

通
常
の
形
態
で
し
か
授
業
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
大
学
か
ら
す
れ
ば
、

今
後
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
事
例
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
の
点
ご
容
赦
願
い
た
い
。
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