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新
た
に
運
営
委
員
の
一
員
と
な
り
ま
し

た
、
土
居
浩
（
ど
い
・
ひ
ろ
し
）
と
申
し
ま

す
。
こ
れ
ま
で
立
教
大
学
と
は
ほ
ぼ
無
縁
だ

っ
た
の
で
す
が
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
関
与

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
挨
拶
代
わ
り

に
こ
こ
で
は
、
い
う
な
れ
ば
大
衆
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
の
〈
外
様
〉
視
点
か
ら
、「
大
衆

文
化
」
の
「
大
衆
」
に
つ
い
て
作
文
い
た
し

ま
す
。

委
員
に
な
っ
て
す
ぐ
で
し
た
か
、
た
ま
た

ま
眺
め
て
い
た
ウ
ェ
ブ
上
の
資
料
に「
大
衆
」

の
文
字
が
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
六
年
の
師

走
も
押
し
迫
っ
た
時
に
発
表
さ
れ
た
、
中
央

教
育
審
議
会
に
よ
る
学
習
指
導
要
領
に
つ
い

て
の
答
申
で
す
。
よ
り
細
か
く
述
べ
る
と
、

新
た
に
高
校
の
必
履
修
科
目
と
さ
れ
る
「
歴

史
総
合
」
に
関
す
る
図
（
俗
に
い
う
「
ペ
ラ

イ
チ
」
の
「
お
役
所
ポ
ン
チ
絵
」
＝
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
で
作
ら
れ
た
資
料
）
の
中
に
、「
大

衆
化
と
私
た
ち
」「
大
衆
社
会
の
形
成
」
等
々

の
文
字
列
が
並
ん
で
い
た
の
で
し
た
。
基
に

な
る
答
申
の
摘
要
を
試
み
ま
す
と
、高
校「
歴

史
総
合
」
と
は
、「
近
現
代
の
歴
史
」
を
「
理

解
」
し
「
考
察
」
さ
せ
る
科
目
で
す
。
そ
の

構
成
は
、「
近
現
代
の
歴
史
の
大
き
な
転
換
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
、「
近
代
化
」「
大
衆
化
」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
三
つ
に
着
目
さ
せ
ま

す
。
こ
の
う
ち
「
大
衆
化
」
で
は
、「
大
衆

の
社
会
参
加
の
拡
大
を
背
景
と
し
て
人
々
の

生
活
や
社
会
、
国
際
関
係
の
在
り
方
が
変
化

し
て
き
た
こ
と
」
を
扱
い
ま
す
。
図
（
答
申

の
別
添
３

−

８
）
に
は
、
時
期
区
分
を
示
す

記
入
も
、
確
認
で
き
ま
す
。「
近
代
化
と
私

た
ち
」
は
「
‥
18
世
紀
後
半
～
現
在
」、「
大

衆
化
と
私
た
ち
」
は
「
‥
19
世
紀
後
半
～
現

在
」、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
私
た
ち
」
は
「
‥

20
世
紀
後
半
～
現
在
‥
」
に
な
り
ま
す
。
な

お
こ
の
「
‥
19
世
紀
後
半
～
現
在
」
に
つ
い

て
は
、「
大
衆
の
参
加
の
拡
大
が
社
会
全
体

の
在
り
方
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め

た
」
と
書
か
れ
て
ま
す
か
ら
、
こ
れ
が
「
大

衆
社
会
の
形
成
」を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
「
大
衆
」
を
冠
す

る
用
語
で
あ
る
、「
大
衆
化
」「
大
衆
社
会
」

等
々
は
、
特
定
の
時
代
・
時
期
で
生
じ
た
現

象
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に

か
ら
「
人
殺
し
」
と
呼
ば
れ
た
画
家
は
、
己

が
内
縁
の
妻
を
殺
害
し
た
犯
人
な
の
か
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を
含
め
て
ま
わ

り
で
起
き
て
い
る
こ
と
の
真
偽
が
判
断
出
来

ず
、
探
偵
と
し
て
も
名
高
い
弁
護
士
に
救
い

を
求
め
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
は
テ
ー
マ
に
お

い
て
ほ
と
ん
ど
共
通
性
が
な
い
に
も
拘
わ
ら

ず
、
妻
の
死
と
い
う
何
れ
か
の
程
度
に
お
い

て
主
人
公
が
密
か
に
望
ん
だ
出
来
事
に
つ
い

て
、
主
人
公
が
自
ら
の
関
与
の
あ
り
方
を
明

確
に
意
識
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
る
と
い
う

共
通
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
主
体
的
な
意
識
や
理
性
的

な
判
断
、
あ
る
い
は
日
常
的
な
倫
理
や
責
任

と
い
う
範
疇
を
超
え
た
領
域
で
な
さ
れ
た

（
か
の
よ
う
の
に
見
え
る
）
行
為
の
意
味
で

あ
る
。

　

も
と
よ
り
「
確
率
」
と
い
う
発
想
自
体
、

特
異
な
動
機
や
結
果
へ
の
度
を
超
し
た
執
着

と
い
っ
た
回
路
を
経
た
主
体
へ
の
回
収
が
図

ら
れ
な
い
限
り
、
行
為
者
の
主
体
性
に
対
す

る
一
種
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
代
的
な
文
脈
と
通

じ
る
か
た
ち
で
「
狂
気
」
や
「
無
意
識
」
と

い
っ
た
言
葉
を
使
う
に
せ
よ
、
も
う
少
し
今

日
的
な
ス
タ
イ
ル
で
「
例
外
状
態
」
と
い
っ

た
用
語
を
召
喚
す
る
に
せ
よ
、
人
間
の
意
識

や
理
性
の
限
界
領
域
が
大
正
期
の
作
家
た
ち

に
と
っ
て
重
要
な
問
題
領
域
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
く
、そ
の
初
期
作
品
に
お
い
て
、

い
つ
く
か
の
動
機
な
き
殺
人
を
描
い
た
乱
歩

も
（
例
え
ば
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」
一
九
二

五
年
一
月
、「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
同
年
八

月
な
ど
）、「
途
上
」
評
価
の
姿
勢
と
は
裏
腹

に
、
そ
の
よ
う
な
関
心
と
無
関
係
で
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
谷
崎
、
芥
川
、

志
賀
ら
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
領
域
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
た
か
を
こ
こ
で
具
体
的
に
展

開
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
探
偵
小

説
ジ
ャ
ン
ル
の
基
盤
と
な
る
論
理
性
と
の
関

係
か
ら
大
き
な
屈
折
を
想
定
す
る
こ
と
が
出

来
る
乱
歩
の
場
合
、
こ
の
問
題
領
域
の
位
相

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
論
点
と

な
り
得
る
し
、
谷
崎
ら
同
時
代
の
作
家
と
の

近
さ
と
遠
さ
の
測
定
に
も
な
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

金
子　

明
雄
（
セ
ン
タ
ー
長
・　

立
教
大
学
文
学
部
教
授
）

１

横
井
司
「『
卍
』
試
論
︱
︱
「
春
寒
」
を

補
助
線
と
し
て
」『
続
・
谷
崎
潤
一
郎
作

品
の
諸
相
』
専
修
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
畑
研
究
室
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
。

２

同
。

＊
谷
崎
潤
一
郎
の
引
用
は
決
定
版
『
谷
崎
潤

一
郎
全
集
』（
中
央
公
論
新
社
）、
江
戸
川

乱
歩
の
引
用
は『
江
戸
川
乱
歩
推
理
文
庫
』

（
講
談
社
）
に
よ
る
。

大
衆
文
化
と
民
衆
文
化

　
　
　
　
そ
し
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー

土
　
居
　
　
　
浩
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は
、
こ
の
場
合
の
「
大
衆
」
と
は
、m

ass
の
訳
語
だ
と
、
思
い
至
り
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
、
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

の
「
大
衆
」
と
は
、
何
を
指
し
示
す
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
内
部
で
深
く
関
わ
っ
て
き
た

方
々
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
す
で
に
決
着

済
み
の
こ
と
か
も
、し
れ
ま
せ
ん
。
で
も〈
外

様
〉
か
ら
眺
め
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
手
が
か
り

と
し
て
公
式
サ
イ
ト
に
た
ど
り
つ
い
て
も
、

こ
の
小
文
を
書
い
て
い
る
現
在
、
ど
の
ペ
ー

ジ
に
も
「
大
衆
文
化
」
あ
る
い
は
「
大
衆
」

の
定
義
は
、
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
か
ろ
う
じ

て
、そ
れ
も
外
部
の
学
術
雑
誌
Ｄ
Ｂ
経
由
で
、

セ
ン
タ
ー
の
刊
行
物
で
あ
る
『
大
衆
文
化
』

の
英
訳
が
、
ど
う
や
ら Popular culture 

ら
し
い
こ
と
が
、
う
か
が
え
る
の
み
で
す
。

m
ass

とpopular

そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の
違

い
を
、
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
る
の
か
。
あ

る
い
は
、
気
に
し
て
い
な
い
の
か
。
違
い
を

意
識
し
た
上
で
、
あ
え
て
「
大
衆
」
の
定
義

を
外
部
に
は
明
示
し
て
い
な
い
の
か
。
そ
れ

と
も
、「
大
衆
」
の
定
義
云
々
に
つ
い
て
、

わ
ざ
わ
ざ
物
言
い
を
つ
け
る
よ
う
な
輩
は
、

そ
も
そ
も
相
手
に
し
て
い
な
い
の
か
、等
々
。

一
番
最
後
の
邪
推
が
、
じ
つ
は
核
心
を
突
い

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
…
…
。

ち
な
み
に
私
自
身
は
、popular culture 

の
訳
語
と
し
て
は
、
す
ぐ
に
「
民
衆
文
化
」

が
浮
か
び
ま
す
。「
民
衆
文
化
」
と
「
大
衆

文
化
」、
そ
し
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
「
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
」
も
並
べ
て
み
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
重
な
り
つ
つ
、
基
本
的
に

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ズ
レ
て
い
る
の

で
す
。
た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
歴
史
総
合
」

で
い
う
「
大
衆
化
」「
大
衆
社
会
」
を
、「
民

衆
化
」「
民
衆
社
会
」
に
置
換
す
る
こ
と
は
、

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
用
語
と
し
て
の
「
大

衆
」「
民
衆
」
そ
れ
ぞ
れ
の
、
す
で
に
包
摂

し
て
い
る
含
意
が
、
単
純
な
置
換
を
許
さ
な

い
か
ら
で
す
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
関
わ
っ
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
、
し
ば
ら
く
「
大
衆
」

と
「
民
衆
」
そ
し
て
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
」
等
々

の
、重
な
り
つ
つ
ズ
レ
る
関
係
性
に
つ
い
て
、

具
体
的
現
場
を
踏
ま
え
て
考
察
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
今
現
在
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
て
い

る
の
が
、「
大
衆
酒
場
」
と
「
民
衆
酒
場
」

の
違
い
で
す
。詳
し
い
方
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、

よ
ろ
し
く
具
体
的
現
場
を
ご
教
示
く
だ
さ

い
。土

居　

浩
（
も
の
つ
く
り
大
学
准
教
授
）

旧
江
戸
川
乱
歩
邸
と
そ
の
資
料
の
管
理
を

立
教
大
学
が
引
き
受
け
た
の
は
、
二
〇
〇
二

年
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
池
袋

西
武
で
江
戸
川
乱
歩
展
、
二
〇
〇
四
年
に
は

東
武
百
貨
店
池
袋
店
で
「
江
戸
川
乱
歩
と
大

衆
の
20
世
紀
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
後

も
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
「
大
乱
歩
展
」（
二

〇
〇
九
）
な
ど
、
い
く
つ
も
の
文
学
展
に
協

力
し
て
き
た
。
乱
歩
を
中
心
と
し
た
も
の
だ

け
で
は
な
く
、小
樽
文
学
館
の「
中
井
英
夫
展
」

や
町
田
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど
の
「
日
影
丈

吉
展
」
と
い
っ
た
、
乱
歩
と
交
流
の
あ
っ
た

文
学
者
の
企
画
へ
の
協
力
も
し
て
き
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
は
乱
歩
生
誕
百
二
十
年
に
あ

た
り
、
い
く
つ
も
の
雑
誌
や
テ
レ
ビ
番
組
な

ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
翌
二
〇
一
五
年
は

乱
歩
没
後
五
十
年
で
、企
画
は
更
に
増
え
た
。

二
〇
一
六
年
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に

入
っ
た
乱
歩
の
著
作
は
「
青
空
文
庫
」
な
ど

で
も
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
舞
台
や
映

像
作
品
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
も
増
加

し
た
よ
う
だ
。

旧
江
戸
川
乱
歩
邸
へ
の
取
材
申
し
込
み

は
、
二
〇
一
五
年
と
比
較
し
て
一
六
年
は
や

や
減
少
し
た
が
、
一
方
で
展
示
企
画
へ
の
協

力
に
つ
い
て
は
四
件
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
多

く
の
入
場
者
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
乱
歩

へ
の
高
い
関
心
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
以
下
、
セ
ン
タ
ー
の
か
か
わ
っ
た
こ

れ
ら
の
企
画
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館

「
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
文
学
展

　
　
　
　

～
藤
田
宜
永
か
ら
の
招
待
状
～
」

福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
は
二
〇
一
五
年

に
開
館
し
た
新
し
い
文
学
館
で
あ
る
。
福
井

ゆ
か
り
の
作
家
や
福
井
を
描
い
た
作
品
な
ど

を
中
心
と
し
た
文
学
資
料
を
扱
う
。

藤
田
宜
永
は
福
井
市
出
身
の
現
代
の
作
家

で
、『
鋼
鉄
の
騎
士
』
で
日
本
推
理
作
家
協

会
賞
、『
愛
の
領
分
』
で
直
木
賞
を
受
賞
し

て
い
る
。
今
回
の
展
示
は
明
治
か
ら
始
ま
る

日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
の
歴
史
か
ら
、
現
代
の
藤

田
の
資
料
ま
で
を
集
め
た
展
示
と
な
っ
た
。

そ
の
な
か
で
江
戸
川
乱
歩
の
資
料
も
展
示
さ

れ
た
。「
う
つ
し
世
は
夢
」
の
色
紙
の
ほ
か
、

乱
歩
旧
蔵
の
自
著
な
ど
の
展
示
が
あ
り
、
原

稿
も
紹
介
さ
れ
た
。

二
〇
一
六
年
の
江
戸
川
乱
歩
関
連
展
示

落
　
合
　
教
　
幸


