
西
田
幾
多
郎
と
明
治
期
の
教
育
制
度

序
西
国
幾
多
郎
(
一
八
七

O
l
一
九
四
五
)
は
、
明
治
三
年
に
生
ま
れ
、
日

本
の
近
代
化
と
と
も
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
そ
の
西
国
の
伝
記
の
い
く
つ
か

を
紐
解
い
て
み
る
と
、
現
代
の
我
々
に
は
す
で
に
理
解
し
た
り
、
実
感
と
し

て
納
得
し
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
年
齢
と

公
的
年
齢
に
二
歳
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
Q
o

そ
の
た
め
、
勤
務
し
て
い
た
京

都
帝
国
大
学
の
定
年
が
早
ま
り
、
実
年
齢
五
八
歳
で
定
年
を
迎
え
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
師
範
学
校
に
入
学
さ
せ
る
た
め
の
父
親
の
処
置
で
あ
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
他
に
も
西
国
の
学
校
庭
・
職
業
歴
が
粁
余
曲
折
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
経
歴
に
は
現
在
の
我
々
か
ら
す
る
と
不
可
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
要

因
の
ひ
と
つ
は
、
明
治
期
の
教
育
制
度
そ
の
も
の
が
、
西
日
の
成
長
期
と
と

も
に
設
立
さ
れ
、
ま
た
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
は

鈴

木

康

文

そ
の
制
度
が
実
際
に
定
着
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
粁
余
曲
折
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
西
田
の
経
歴
と
当
時
の
教
育
制
度
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

そ
の
疑
問
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
簡
単
に
西
田
の
教
育
に
関
す
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て

て
、
西
国
の
学
歴
・
職
涯
を
簡
単
に
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
本

稿
で
取
り
扱
う
西
田
の
経
歴
問
題
を
拾
い
出
す
(
第
一
章
)
。
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
次
に
明
治
期
の
教
育
制
度
が
い
か
な
る
も
の
か
、
ど
の
よ
う
に
変
革

し
て
い
っ
た
の
か
を
簡
単
に
見
て
み
る
(
第
二
章
)
。
以
上
を
従
え
た
上
で
、

あ
ら
た
め
て
西
田
が
受
け
た
明
治
の
教
育
に
つ
い
て
考
察
し
、
西
国
の
経
歴

か
ら
生
じ
る
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
す
る
(
第
三
章
)
。

本
稿
は
西
国
の
伝
記
か
ら
当
時
の
教
育
を
見
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
学

校
制
度
か
ら
西
国
の
お
か
れ
た
状
況
、
あ
る
い
は
岐
路
に
た
っ
た
と
き
の
選

択
肢
を
読
み
取
る
試
み
で
あ
る
。
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第

蕗
自
の
略
歴

す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
簡
単
に
西
田
の
経
歴
を
、
と
く
に
そ
の

学
歴
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

西
国
幾
多
郎
は
一
八
七

O
年
五
月
(
明
治
三
年
)
、
石
川
県
河
北
郡
森
村

(
現
在
は
石
川
県
か
ほ
く
市
)
に
父
・
得
登
(
や
す
の
り
)
、
母
・
寅
三
(
と

さ
)
の
関
に
生
ま
れ
る
。
長
男
で
あ
り
、
上
に
は
姉
豆
、
尚
、
そ
の
後
弟
滋

次
郎
が
生
ま
れ
る
。
特
に
姉
の
尚
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
う
け
て
育
っ
た
。

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戸
籍
上
の
出
生
は
一
八
六
八
年
(
明
治

元
年
、
正
し
く
は
慶
応
四
年
)
で
あ
る
。

一
八
八
二
年
四
月
に
小
学
校
を
卒
業
後
、
一
八
八
三
年
七
月
石
川
師
範
学

校
に
入
学
す
る
も
の
の
、
チ
フ
ス
の
た
め
一
年
休
学
し
、
さ
ら
に
一
八
八
四

年
十
月
に
は
そ
こ
を
中
退
す
る
。

そ
し
て
一
八
八
六
年
十
月
に
は
石
川
県
専
門
学
校
付
属
中
学
校
第
二
級
に

入
学
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
出
制
中
学
を
受
験
す
る
た
め
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
一
八
八
七
年
九
月
に
第
四
高
等
中
学
校
予
科
に
入
学
し
、
一
八
八

八
年
七
月
に
卒
業
、
さ
ら
に
は
本
科
に
九
月
に
入
学
す
る
が
、
一
八
九

O
年

五
月
に
は
中
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
後
独
学
を
目
指
す
も
の
の
眼
を

患
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
挫
折
し
、
東
京
の
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
選
科

に
入
学
す
る
。

一
八
九
四
年
七
月
に
選
科
を
修
了
す
る
。
そ
の
後
、
石
川
県
尋
常
中
学
校

英
語
教
諭
に
内
定
す
る
も
の
の
そ
れ
が
取
り
消
さ
れ
る
。
そ
の
一
年
後
に
石

川
県
能
登
尋
常
中
学
校
七
尾
分
校
の
教
諭
(
分
校
主
任
)
と
な
る
。
八
九

六
年
四
月
に
は
、
母
校
で
あ
る
第
四
高
等
学
校
に
ド
イ
ツ
語
嘱
託
講
師
と
な

る
(
高
等
中
学
校
の
名
称
は
、
一
八
九
四
年
「
高
等
学
校
令
」
に
よ
り
高
等

学
校
と
改
称
さ
れ
る
)
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
年
後
の
五
月
に
解
一
躍
さ
れ
る
。

た
だ
同
年
の
九
月
に
は
山
口
高
等
学
校
教
務
嘱
託
と
な
る
。

簡
単
に
彼
の
学
歴
と
職
歴
を
み
て
み
た
が
、
こ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が

浮
か
ん
で
く
る
。
ま
ず
実
年
齢
と
戸
籍
上
の
年
齢
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
、
小

学
校
卒
業
後
一
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
師
範
学
校
の
入

学
で
あ
る
が
、
師
範
学
校
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
学
校
で
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
い
わ
ば
年
齢
詐
称
ま
で
し
て
入
学
し
た
師
範
学
校
を
中
退
し
、
石
川

県
専
門
学
校
を
受
験
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
後
入
学
す
る
第
四
高
等
中
学
校

と
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
点
だ
ろ
う
か
。
ま
た
中
退
後
の
身
の
振
り
方
と
し

て
独
学
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
も
、
い
か
な
る
理
由
で
そ
の
よ
う
な
選
択
を

試
み
た
の
か
、
現
在
と
の
大
き
な
時
代
の
差
を
感
じ
る
。

ま
た
彼
が
帝
国
大
学
の
選
科
に
入
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
当
時

の
大
学
の
社
会
的
な
意
義
や
選
科
の
位
置
づ
け
な
ど
も
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
就
職
先
の
中
学
校
教
諭
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
な
の
だ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
第
四
高
等
学
校
退
職
後
の
再
就
職
先
が
山
口
高
等
学

校
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
な
い
高
等
学
校

で
あ
る
。
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西
日
の
受
け
た
教
育
、
さ
ら
に
は
奉
職
先
の
教
育
機
関
は
何
度
も
変
更
し



て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
学
校
教
育
制
度
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
反
映

し
て
い
る
と
推
、
制
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
明
治
期
の
学
校
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
革
し
て
い
っ
た
の

か
、
ま
た
学
校
教
育
そ
れ
自
身
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け

取
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
た
い
。

第
二
章

明
治
期
の
学
校
制
度

こ
こ
で
は
、
明
治
期
に
な
っ
て
か
ら
の
学
校
制
度
を
簡
単
に
紹
介
し
、
西

田
が
そ
の
制
度
の
な
か
で
い
か
に
自
ら
の
進
路
を
選
ん
で
い
っ
た
の
か
を

見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う

ωo

学
制

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
学
校
制
度
は
、
ま
ず
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)

に
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
学
制
の
趣
旨
は
い
わ
ゆ

る
「
学
制
序
文
」
に
一
不
さ
れ
て
い
る
が
、
「
学
問
は
身
を
立
る
の
財
本
」
と

述
べ
、
(
患
家
の
た
め
で
は
な
く
)
己
の
た
め
に
学
を
身
に
つ
け
、
そ
の
た

め
に
こ
そ
の
学
校
教
育
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
学
費
は
(
国

家
が
負
担
す
る
の
で
は
な
く
)
親
の
負
担
に
よ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
の

教
育
原
理
は
、
個
人
主
義
、
実
利
主
義
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ

り
、
江
戸
時
代
ま
で
の
封
建
主
義
的
な
儒
教
的
為
政
者
の
教
育
理
念
を
否
定

し
、
平
等
を
是
と
す
る
新
時
代
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
の
白

律
・
自
営
の
能
力
を
養
い
、
さ
ら
に
は
あ
く
ま
で
も
実
学
に
徹
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
中
央
集
権
主
義
を
徹
底
さ
せ
、
学
反
一
制
を
ひ
い
た
。
ま
た

実
際
に
教
え
る
内
容
で
あ
る
が
、
欧
米
諸
国
の
翻
訳
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
財
政
的
な
裏
付
け
は
、
授
業
料
に
よ
る
も
の
と
地
域

学
区
の
住
民
負
担
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
教
育
制
度
で
出
発
し
た
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を

抱
え
る
こ
と
と
な
る
。
な
に
よ
り
、
こ
の
新
た
な
教
育
を
教
え
る
教
員
が
少

な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
治
初
期
に
実
学
に
基
づ
い
た
し
か
も
翻
訳
書
に
よ
る

教
育
は
、
当
時
の
日
本
の
地
域
の
実
情
を
考
え
れ
ば
、
か
な
り
遊
離
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
地
域
住
民
の
財
政
的
な
負
担
が
重
く
、
そ
れ
を

支
え
る
基
盤
も
乏
し
か
っ
た
。

教
育
令

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)
に
「
教
育
令
」

が
公
布
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ
た
初
等
教
育
を
目

的
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
従
来
の
中
央
集
権
主
義
を
改
め
、
地
方
に
行

政
上
の
権
限
を
ゆ
だ
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
小
学
校
の
設
置
を

自
由
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
就
学
義
務
年
限
も
緩
和
や
短
縮
が

可
能
と
な
っ
た
。
正
規
の
教
育
年
限
は
八
年
で
あ
っ
た
も
の
を
、
四
年
ま
で

短
縮
可
能
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
四
年
の
う
ち
就
学
義
務
を
二
ハ
ヶ
月
以
上
と

し
た
。
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し
か
し
こ
う
し
た
改
正
は
、
大
き
な
方
向
転
換
を
し
た
た
め
混
乱
を
招
き
、

ま
た
就
学
義
務
年
限
を
あ
ま
り
に
緩
和
し
た
た
め
に
、
小
学
校
教
育
が
衰
退

す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
一
八
八

O
年
に
「
改
正
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
、
ふ
た
た
び
教
育

行
政
が
中
央
集
権
主
義
に
転
じ
る
。
さ
ら
に
は
、
個
人
主
義
的
な
方
向
か
ら

伝
統
へ
の
回
帰
が
み
ら
れ
、
修
身
教
育
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
教

員
に
対
し
て
も
儒
教
主
義
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

学
校
令

一
八
八
五
年
(
明
治
一
八
年
)
に
は
森
有
礼
が
初
代
文
部
大
臣
に
就
任
す

る
。
そ
し
て
そ
の
森
に
よ
っ
て
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
)
「
学
校
令
」

(
「
帝
国
大
学
令
」
な
ど
)
が
公
布
さ
れ
る
。
こ
れ
は
再
度
地
方
分
権
主
義

を
と
る
。

こ
の
学
校
令
に
よ
り
、
よ
う
や
く
そ
れ
以
後
の
教
育
体
系
が
整
備
さ
れ
、

い
わ
ば
メ
イ
ン
ス
ト
リ
i
ム
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
小
学
校
で
は
六
歳
よ
り
四
年
間
の
修
業
、
そ
の
後
高
等
小
学
校
に
は

二
年
間
、
さ
ら
に
尋
常
中
学
校
は
五
年
間
、
高
等
中
学
校
は
本
科
二
年
間
、

帝
盟
大
学
三
年
間
と
な
る
。
こ
の
学
校
令
に
よ
り
帝
国
大
学
お
よ
び
そ
の
予

備
段
階
と
し
て
高
等
中
学
校
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
な
る
。
ま
た
高
等
中
学
校

は
、
尋
常
中
学
校
卒
業
を
入
学
資
格
と
し
た
も
の
の
、
別
に
予
科
(
一
二
年
)

が
お
く
こ
と
が
で
き
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
発
足
時
は
主
と
な
っ
た
。
西
国
も

こ
の
予
科
に
入
学
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
尋
常
中
学
校
は
各
府
県
に
設
置
さ
れ

る
公
立
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
高
等
中
学
校
は
文
部
省
直
結
で
あ
り
、
目

的
が
問
列
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

高
等
中
学
校
は
、
大
学
の
予
備
門
的
位
置
づ
け
で
あ
り
、
そ
の
卒
業
に
よ

り
帝
大
へ
は
無
試
験
で
入
学
が
で
き
る
特
権
的
地
位
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
は
外
国
語
を
中
心
と
し
た
一
般
教
養
を
重
視
す
る
。
こ
れ
は
欧
米
文
化
を

移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
化
を
目
指
す
こ
と
に
よ
る
。
ま
さ
に
帝
国
大

学
で
は
、
高
度
の
専
門
教
育
を
施
す
こ
と
か
ら
外
留
語
の
習
得
が
前
提
と
な

っ
て
い
た

ω。
な
お
、
高
等
中
学
校
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
一
八
九
四
年

高
等
学
校
令
が
公
布
さ
れ
、
高
等
学
校
と
改
称
さ
れ
る
(
本
稿
で
は
両
者
を

使
い
分
け
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
高
等
(
中
)
学
校
」
と
表
記
す
る
)
。

い
わ
ゆ
る
「
泊
制
高
校
」
で
あ
る
。
ま
た
創
立
当
時
、
帝
国
大
学
は
一
つ
し

か
な
か
っ
た
が
、
後
に
二
番
臣
の
帝
忠
大
学
と
し
て
京
都
帝
国
大
学
が
創
立

(
一
八
九
七
年
)
す
る
こ
と
か
ら
、
後
に
東
京
帝
国
大
学
と
改
称
さ
れ
る
。

さ
ら
に
一
八
八
七
年
に
は
帝
大
卒
に
は
無
試
験
任
用
特
権
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
帝
酒
大
学
は
高
級
官
吏
に
無
試
験
で
登
用
さ
れ

る
特
権
的
な
大
学
と
な
る
。

な
お
帝
大
と
そ
れ
以
前
の
旧
東
京
大
学
で
は
こ
の
点
で
も
大
き
な
違
い

が
見
ら
れ
る
h
H
o
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出
東
京
大
学
は
一
八
七
七
年
(
明
治
一

O
年
)
、
東
京
開
成
学
校
と
東
京

涯
学
校
の
合
併
に
よ
り
創
立
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
文
部
省
所
轄
の
大
学
校

と
い
う
位
置
づ
け
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
司
法
省
、
工
部
省
な
ど
も
独
自
の

高
等
教
育
機
関
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
旧
東
京
大
学
卒
は
下
級
官
吏



待
遇
し
か
得
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
他
の
大
学
校
の
ほ
う
が
、
当
時
の
若
者
に

と
っ
て
魅
力
が
大
き
か
っ
た
。
旧
東
京
大
学
は
、
文
部
省
所
轄
の
諸
学
校
の

教
員
養
成
を
目
的
と
し
て
設
立
し
た
学
校
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
学
校
教
育
制
度
の
整
備
と
そ
の
後
の
官
吏
へ
の
接
続
と
い

う
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
た
が
、
し
か
し
当
時
の
社
会
教
育
に
お
い
て
は
い
く
つ

か
問
題
点
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
尋
常
中
学
校
の
レ
ベ
ル

が
低
す
ぎ
、
高
等
中
学
校
へ
の
接
続
が
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
の
方
策
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
高
等
中
学
校
へ
の
入
学
(
試
験
)

の
た
め
、
予
科
(
課
程
)
を
三
年
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
に
補
充
過
程
を
二
年

お
く
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
ら
o

こ
こ
で
初
代
文
部
大
臣
と
し
て
学
校
令
を
公
布
し
た
森
有
礼
の
教
育
政

策
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

森
(
一
八
四
七
i

一
八
八
九
)
は
、
青
年
期
に
英
国
、
お
よ
び
米
国
に
留

学
し
て
お
り
、
そ
の
経
歴
を
生
か
し
て
そ
の
後
両
国
に
外
交
官
勤
務
を
果
た

し
て
い
る
。
明
治
初
期
に
は
福
沢
諭
吉
ら
と
明
六
社
を
結
成
し
、
『
明
六
雑

誌
』
(
〈
五
回
三
号
)
を
発
行
、
啓
蒙
主
義
者
と
し
て
名
を
な
し
た
。

学
校
令
の
教
育
理
念
は
、
国
家
主
義
と
し
て
忠
君
愛
国
の
樟
神
を
養
い
、

そ
の
た
め
に
身
体
の
鍛
錬
と
し
て
軍
隊
式
教
育
を
採
用
し
た
と
さ
れ
る
か
め
o

た
だ
し
、
彼
の
啓
蒙
主
義
と
の
連
続
性
を
重
視
し
て
、
彼
の
教
育
上
の
方
向

性
は
天
皇
へ
の
忠
誠
心
を
養
う
と
い
う
よ
り
は
、
欧
米
流
の
愛
国
心
を
養
成

す
る
こ
と
に
あ
り
、
日
本
の
国
際
的
な
地
位

J

向
上
を
は
か
つ
て
欧
米
列
強
に

匹
敵
す
る
一
等
国
を
自
指
す
と
い
う
解
釈
も
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た

教
育
に
対
す
る
政
治
的
中
立
と
無
宗
教
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

σ。
た
だ

ど
ち
ら
に
し
て
も
森
自
身
は
薩
摩
藩
出
身
で
あ
る
も
の
の
、
藩
関
主
義
は
と

っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
葉

酒
田
の
学
涯
と
職
歴

以
上
簡
単
に
西
国
の
経
歴
を
辿
り
、
そ
れ
が
日
本
の
教
育
制
度
変
革
に
重

な
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
。

こ
こ
で
西
田
の
伝
記
の
な
か
で
こ
の
教
育
に
関
わ
る
疑
問
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

実
年
齢
の
問
問
題
と
師
範
学
校

ま
ず
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
実
年
齢
と
公
的
年
齢
が
二
歳
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
り
、
そ
の
た
め
京
都
帝
国
大
学
の
定
年
(
六

O
歳
)
が
早
ま
る
こ
と
と
な

っ
た
。
つ
ま
り
実
年
齢
五
八
歳
で
定
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は

師
範
学
校
に
入
学
す
る
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る

ω。
す
な
わ
ち
父
親
が
長
男

で
跡
取
り
で
あ
る
幾
多
郎
が
小
学
校
卒
業
後
、
故
郷
に
も
ど
っ
て
こ
な
い
こ

と
を
憂
慮
し
て
上
級
学
校
に
進
学
す
る
こ
と
を
反
対
し
た
。
そ
の
と
き
、
す

で
に
師
範
学
校
に
在
籍
し
て
い
た
姉
が
師
範
学
校
を
薦
め
、
そ
れ
が
受
け
入

れ
ら
れ
た
。
師
範
学
校
は
小
学
校
教
員
に
な
る
た
め
の
学
校
で
あ
り
、
卒
業

後
故
郷
に
戻
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
当
時
の
石
川
県
師

範
学
校
の
入
学
年
齢
は
数
え
で
一
七
歳
以
上
(
場
合
に
よ
っ
て
は
一
五
歳
以
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上
)
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
年
齢
を
者
一
一
聞
き
改
め
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
師
範
学
校
は
、
ど
の
よ
う
な
学
校
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
く
に
な
に
ゆ
え
小
学
校
卒
と
連
結
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
西
国

も
小
学
校
卒
業
後
、
一
年
以
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
。
天
野
に
よ
る

と
、
師
範
学
校
は
小
学
校
の
現
職
教
員
の
再
教
育
が
目
的
と
さ
れ
る
、
そ
の

意
味
で
は
正
規
の
学
校
教
育
体
系
か
ら
み
る
と
傍
流
の
も
の
で
あ
っ
た

ω。

明
治
期
は
、
教
育
制
度
が
形
成
さ
れ
る
途
上
で
あ
る
た
め
、
慢
性
的
な
教
員

不
足
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
小
学
校
で
は
、
小
学
校
の
卒
業
生
で
優
秀
な
も

の
を
そ
の
ま
ま
小
学
校
の
非
正
規
無
資
格
の
教
員
(
代
用
教
員
な
ど
)
に
す

る
場
合
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
に
再
教
育
を
す
る
こ
と
が
こ
の
学
校
の
大
き
な

目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
師
範
学
校
は
授
業
料
を
無
料
と
し
、
推
薦
入
学
制

度
も
あ
っ
た
が
、
卒
業
後
は
奉
職
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。

ま
た
当
時
の
小
学
校
教
員
は
な
る
ほ
ど
農
村
に
お
い
て
は
数
少
な
い
月

給
取
り
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
的
地
位
は
低
く
、
待
遇
も
恵
ま
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
小
学
校
教
員
は
、
無
資
格
の
者
は
資
格
を
、
ま
た

す
で
に
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
は
さ
ら
に
よ
り
上
位
の
小
学
校
教
員
資

格
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
(
そ
し
て
よ
り
大
き
く
は
中
学
校
教
員
の
資
格
を

目
指
す
よ
う
に
な
る
)
。

師
範
学
校
は
そ
れ
ゆ
え
、
小
学
校
と
は
直
接
連
結
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
西
国
が
入
学
す
る
に
あ
た
り
そ
の
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

ま
た
西
田
が
結
局
こ
の
師
範
学
校
を
入
学
後
、
チ
フ
ス
の
た
め
休
学
す
る

こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
は
中
退
す
る
(
家
庭
の
事
情
で
故
郷
に
も
ど
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る

)ω
。
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石
川
専
門
学
校
と
第
四
高
等
中
学
校

西
田
は
そ
の
後
県
の
エ
リ
ー
ト
校
を
め
ざ
し
石
川
県
専
門
学
校
付
属
中

学
校
に
入
学
す
る
。
そ
し
て
そ
の
卒
業
後
、
高
等
中
学
校
予
科
に
入
学
・
卒

業
す
る
。
そ
し
て
本
科
に
は
一
八
八
八
年
に
入
学
を
は
た
す
。
こ
の
専
門
学

校
は
、
一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)
そ
れ
は
法
・
理
・
文
の
三
学
科
を
も

っ
学
校
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
石
川
県
の
人
材
養
成
の

た
め
に
創
設
さ
れ
、
国
家
の
人
材
育
成
の
予
備
門
的
位
置
づ
け
で
も
な
か
っ

た
。
ま
し
て
は
士
族
救
済
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た

ω。
実
際
に

こ
の
専
門
学
校
卒
業
者
は
、
大
半
が
県
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

西
国
は
、
専
門
学
校
付
属
中
学
校
を
卒
業
後
、
石
川
専
門
学
校
か
ら
改
称

さ
れ
た
第
四
高
等
中
学
校
に
予
科
に
入
学
す
る
。
一
年
後
予
科
を
卒
業
、
本

科
入
学
、
し
か
し
そ
の
二
年
後
に
は
中
退
す
る
こ
と
と
な
る
。

専
門
学
校
か
ら
第
山
高
等
中
学
校
に
改
称
さ
れ
、
国
家
の
直
接
管
理
に
置

か
れ
た
そ
の
時
期
に
西
国
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
校

風
が
一
変
し
た
」
(
全
集
二
一
、
二
回
七
)
と
の
感
想
を
も
ら
し
て
い
る
。

そ
れ
以
前
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
家
族
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
た
学

校
が
「
規
則
ず
く
め
の
武
断
的
な
」
場
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
高
等
中
学
校
が

あ
く
ま
で
も
大
学
へ
の
予
備
門
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
(
県
で
は
な
く
)
毘

家
の
人
材
を
育
成
す
る
場
に
変
容
し
た
こ
と
が
主
因
で
あ
ろ
う
。
森
有
礼
は



第
四
高
等
中
学
校
で
の
開
校
式
に
お
い
て
祝
辞
・
演
説
を
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
教
育
の
目
的
を
、
国
家
の
指
導
者
を
養
成
し
、
そ
れ
を
と
お

し
て
の
国
家
独
立
を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
森
自
身
は
藩
関

を
中
心
に
教
育
行
政
を
推
し
進
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
際
の
学
校
行
政
で
は
、
藩
閥
的
色
彩
が
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

森
が
薩
摩
藩
で
あ
る
上
に
校
長
は
薩
摩
出
身
、
幹
事
、
舎
監
も
薩
摩
出
身
で

あ
っ
た
。
ま
た
加
賀
藩
は
佐
幕
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
維
新
に
対
し
て
大

藩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
大

久
保
暗
殺
者
が
旧
加
賀
藩
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
両
者
に
は
埋
め
が
た
い

潜
が
横
た
わ
っ
て
い
た

ω。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
西
田
は
そ
の
方
向
性
に
一
反
発
、
行
状
点
不
足
で
翌
年

落
第
す
る
。
学
校
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
も
抵
抗
、
英
語
教
員
へ
の
学
力
不
足

へ
の
批
判
、
さ
ら
に
は
(
森
が
導
入
し
た
)
兵
式
体
操
へ
の
嫌
悪
が
重
な
っ

た
と
さ
れ
る

ω。
文
科
か
ら
理
科
に
転
科
す
る
も
の
の
結
局
退
学
す
る
こ
と

な
る
。

退
学
畿
の
独
学

退
学
後
は
、
最
初
独
学
を
目
指
す
も
の
の
、
自
を
わ
ず
ら
い
そ
れ
を
断
念

す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
も
そ
も
独
学
を
可
能
と
思
っ
た
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

当
時
は
ま
だ
学
問
が
学
校
の
な
か
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る

学
問
観
が
十
分
に
生
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
天
野
の
商
人
教
育
に
関
す
る

概
説
で
の
記
述
だ
が
、
書
物
を
読
み
、
同
行
の
士
と
文
通
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
対
話
し
、
さ
ら
に
は
師
を
求
め
て
学
を
な
す
こ
と
が
そ
の
道
を
究
め
る
こ

と
で
あ
っ
た
山
。
お
そ
ら
く
金
沢
の
地
は
そ
の
よ
う
な
学
問
観
が
な
お
色
濃

く
残
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
西
国
に
と
っ
て
は
そ
の
手
本
と
も
い
う
べ

き
存
在
が
、
師
範
学
校
入
学
前
に
師
事
し
た
漢
学
者
の
井
口
演
(
い
の
く
ち

せ
い
)
と
そ
の
門
下
三
宅
小
太
郎
で
あ
っ
た
ろ
う
。
三
宅
小
太
郎
は
師
範
学

校
の
教
員
で
あ
り
、
西
日
も
そ
の
生
徒
で
あ
っ
た
が
、
生
ま
れ
は
茶
屋
の
次

男
で
あ
っ
た
。

天
野
が
示
し
た
例
か
ら
、
考
古
学
者
鳥
居
龍
蔵
(
一
八
七

O
i
一
九
五
三
)

と
植
物
学
者
の
牧
野
富
太
郎
(
一
八
六
二
l

一
九
五
七
)
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

鳥
居
は
田
内
外
の
フ
ィ
!
ル
ド
ワ

i
ク
や
日
本
石
器
時
代
の
ア
イ
ヌ
説
で

著
名
で
あ
る
。
煙
草
屋
問
屋
の
息
子
で
あ
り
、
小
学
校
の
み
の
卒
業
で
、
そ

れ
以
後
は
す
べ
て
独
学
を
し
て
一
流
の
学
者
に
な
る
。
ま
た
牧
野
は
酒
造
業

の
患
子
で
小
学
校
卒
業
の
み
で
あ
っ
た
。
裕
福
な
商
家
の
た
め
学
歴
を
必
要

と
せ
ず
、
そ
の
後
独
学
で
学
を
究
め
る
。
た
だ
し
両
者
と
も
一
流
の
学
者
で

あ
る
も
の
の
学
歴
が
な
い
た
め
晩
年
は
不
遇
で
あ
っ
た
。

西
田
に
と
っ
て
も
学
歴
と
学
問
を
切
り
離
し
、
学
歴
に
と
ら
わ
れ
な
い
学

問
観
は
十
分
に
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

な
お
、
天
野
は
明
治
期
の
学
問
観
お
よ
び
学
歴
観
に
つ
い
て
、
家
業
か
ら

三
種
類
に
分
類
し
て
い
る

ω。
ひ
と
つ
は
旧
士
族
、
農
民
、
さ
ら
に
は
舟
人

で
あ
る
。
旧
士
族
は
学
歴
に
よ
っ
て
社
会
的
に
高
い
地
位
を
得
た
い
わ
ば
第

一
世
代
と
も
い
え
る
存
在
で
、
西
部
が
生
涯
師
と
し
た
北
条
時
敬
が
そ
の
典
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型
と
い
え
よ
う
。
彼
は
加
賀
藩
士
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
官
立
で
あ
る
旧

東
京
大
学
を
卒
業
後
、
四
校
教
員
と
な
る
。
西
国
が
閉
校
を
中
退
す
る
と
き

な
ど
、
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
が
、
学
歴
社
会
成
立

過
程
と
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

平
民
と
し
て
の
農
民
(
さ
ら
に
は
商
人
)
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
読

み
書
き
そ
ろ
ば
ん
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
学
問
を
必
要
と
し
な
い
と
さ

れ
た
。
そ
こ
で
明
治
初
期
の
教
師
は
、
士
族
出
身
者
が
多
か
っ
た
。
身
分
と

職
を
失
っ
た
彼
ら
は
城
下
町
を
離
れ
農
村
の
小
学
校
教
員
に
な
っ
て
い
っ

た
。
士
族
出
身
の
教
員
が
教
育
に
よ
る
立
身
出
世
、
教
育
が
い
わ
ば
投
資
に

な
る
こ
と
を
明
示
し
た
(
西
国
の
場
合
は
家
が
大
地
主
の
出
で
あ
り
、
一
般

の
農
民
以
上
の
教
育
の
必
要
性
と
、
金
沢
の
地
と
い
う
特
殊
事
情
も
あ
る

が
)
。
そ
し
て
、
学
校
が
地
域
社
会
の
秩
序
と
は
異
な
り
、
そ
の
学
業
と
成

果
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
脱
す
る
開
け
た
制
度
を
示
し
て
い
た
。

ま
た
商
家
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
学
歴
は
そ
の
仕
事
に
と
っ

て
は
無
縁
な
も
の
、
さ
ら
に
は
家
業
に
と
っ
て
逆
に
邪
魔
な
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
学
校
を
介
さ
ず
独
学
で
学
を
究
め
よ
う
と
す
る
気
風
を
残

し
続
け
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
新
た
な
流
れ
と
し
て
、
慶
腕
応
義
塾
の
よ
う
に
、

い
わ
ば
実
学
を
介
し
て
人
格
形
成
(
自
主
独
立
)
を
目
的
と
す
る
方
向
も
支

持
さ
れ
た
。
商
家
を
核
と
す
る
富
裕
層
が
、
学
歴
も
資
格
も
必
要
と
し
な
い
、

近
代
的
な
素
養
を
、
人
間
関
係
の
中
か
ら
修
養
す
る
学
校
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。

西
国
は
独
学
を
一
日
一
は
目
指
し
た
も
の
の
、
自
を
患
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て

そ
れ
を
断
念
し
、
上
京
し
た
う
え
で
、
帝
国
大
学
の
選
科
入
学
を
め
ざ
す
こ

と
に
な
る
。
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帝
密
大
学
選
科

高
等
(
中
)
学
校
卒
業
者
は
、
無
試
験
で
帝
国
大
学
本
科
に
入
学
す
る
資

格
を
得
た
。
西
国
は
中
退
し
た
た
め
そ
の
資
格
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
選
科
入
学
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
し
か
し
選
科
入
学
の
た
め
に
は

検
定
試
験
が
課
せ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
選
科
が
現
在
の
大
学
の
聴
講
制
度

と
は
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
な
お
当
時
は
選
科
生
が
、
さ
ら
に
試
験

を
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
科
生
に
な
る
道
も
あ
っ
た
が
、
古
田
は
そ
の

道
に
進
ん
で
い
な
い
)
。

西
国
は
こ
の
選
科
生
に
か
ん
し
て
は
「
小
生
如
き
浪
人
」
(
全
集
一
八
、

一
O
)
や
「
人
生
の
落
伍
者
」
(
全
集
二
一
、
一
七

O
)
に
な
っ
た
よ
う
に

感
じ
る
と
も
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
第
四
高
等
中
学
校
出
身
者

で
(
彼
と
は
異
な
り
)
卒
業
後
、
本
科
生
に
な
っ
た
同
級
生
と
の
比
較
か
ら

で
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
に
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
後
に

友
人
で
あ
る
金
田
良
吉
、
鈴
木
大
拙
の
同
名
が
一
九
八
二
年
に
選
科
に
入
学

し
て
お
り
、
西
国
に
と
っ
て
選
科
は
学
ぶ
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
勧
め
た
と
推
察
で
き
る
。

帝
国
大
学
で
の
本
科
と
選
科
の
間
に
は
い
く
つ
も
の
壁
が
あ
っ
た
v

」と

は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
書
館
利
用
に
つ
い
て
、
本
科
生
が
優
先
さ

れ
、
選
科
生
は
閲
覧
室
で
は
な
く
、
廊
下
に
並
べ
で
あ
っ
た
机
を
使
用
し
て



い
た
。
た
だ
当
時
本
科
生
が
八
人
、
選
科
生
が
一
九
人
と
い
う
数
字
か
ら
す

る
と
そ
れ
な
り
の
優
先
処
置
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
出
。
し
か

し
、
選
科
、
本
科
に
つ
い
て
は
い
わ
ば
そ
の
内
側
(
在
校
生
、
卒
業
生
)
か

ら
の
差
別
意
識
は
ぬ
ぐ
い
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

竹
内
に
よ
る
と
、
大
正
時
代
と
か
な
り
時
代
が
下
が
っ
て
か
ら
の
話
に
な

る
が
、
帝
大
で
も
、
本
科
生
は
出
制
高
校
出
身
者
、
選
科
生
は
師
範
学
校
卒
、

検
定
合
格
者
で
あ
り
、
旧
制
高
校
の
い
わ
ゆ
る
教
養
が
、
帝
大
の
学
識
を
支

え
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
的
。

就
職

し
か
し
、
選
科
修
了
と
い
っ
て
も
(
外
の
)
社
会
に
お
い
て
そ
の
こ
と
が

大
き
く
差
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
西
田
は

選
科
修
了
後
、
一
年
後
で
は
あ
る
が
、
新
設
の
石
川
県
尋
常
中
学
校
七
尾
分

校
教
諭
(
主
任
)
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
金
出
は
京
都
府
尋
常
中
学
校
教
諭

に
、
ま
た
帝
大
密
文
科
卒
で
第
四
高
等
中
学
校
同
級
生
の
藤
間
作
太
郎
は
京

都
真
宗
中
学
校
教
諭
に
な
っ
て
い
る
(
時
代
は
下
が
っ
て
一
九
二

O
年
(
大

正
九
年
)
だ
が
、
中
学
校
教
員
に
占
め
る
帝
大
卒
は
お
よ
そ
三
割
弱
で
あ
る
)

0
0
0
 当

時
の
中
学
校
教
諭
の
社
会
的
地
位
は
、
小
学
校
の
教
諭
と
比
較
し
て
も

き
わ
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た

ω。
こ
れ
も
す
こ
し
後
の
講
談
社
創
設
者
・

野
間
清
治
は
群
馬
県
一
八
七
八
年
(
明
治
一
一
年
)
生
ま
れ
で
、
一
八
歳
の

と
き
に
小
学
校
の
代
用
教
員
(
東
京
遊
学
帰
り
と
い
う
経
歴
付
て
そ
の
後

師
範
学
校
卒
業
、
さ
ら
に
教
員
養
成
所
を
卒
業
し
沖
縄
中
学
校
の
教
員
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
給
料
で
あ
る
が
、
小
学
校
代
用
教
員
月
額
六
円
(
普
通
の

代
用
小
学
校
教
員
は
三
|
凶
円
)
、
師
範
学
校
卒
業
後
、
母
校
の
小
学
校
訓

導
と
な
っ
て
月
額
一
六
円
、
そ
の
後
の
沖
縄
中
学
校
で
は
月
額
四

O
円
で
あ

っ
た
。
ま
た
中
学
校
教
員
は
い
わ
ば
地
元
の
名
士
と
の
関
わ
り
が
で
き
、
官

民
の
尊
敬
を
受
け
る
職
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
夏
目
散
石
の
小
説
『
坊
ち
ゃ
ん
』

の
主
人
公
か
ら
も
伺
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
西
国
の
月
給
は
四
五
円

で
、
ド
イ
ツ
語
の
原
書
が
購
入
可
能
な
金
額
で
あ
っ
た
。

西
田
は
、
そ
の
後
七
尾
中
学
校
の
教
員
で
は
十
分
研
究
成
果
が
生
み
出
せ

な
い
と
し
て
、
母
校
で
あ
る
第
四
高
等
学
校
に
転
任
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

学
校
内
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
解
一
躍
さ
れ
る
こ
と
な
る
。
た
だ
そ
の

後
は
、
恩
師
北
条
時
敬
に
よ
り
、
山
口
高
等
学
校
教
務
嘱
託
、
さ
ら
に
教
授

と
な
る
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
な
い
山
口
高
等
学
校
と
は
い

か
な
る
学
校
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

山
口
高
等
(
中
)
学
校

山
旦
尚
一
等
中
学
校
は
、
第
一
か
ら
第
五
の
高
等
中
学
校
と
同
じ
く
、
一
八

八
六
年
(
明
治
一
九
年
)
に
設
置
さ
れ
た
(
よ
り
正
維
に
は
山
口
中
学
校
を

山
口
高
等
中
学
校
に
改
組
)
。
山
口
と
向
様
の
高
等
中
学
校
と
し
て
は
鹿
児

島
高
等
中
学
造
士
館
が
あ
る
。
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
が
官
立
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
山
口
高
等
中
学
校
は
、
寄
付
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
つ
ま
り
は
私
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立
で
あ
る
が
、
管
理
は
文
部
大
臣
で
あ
り
、
(
目
立
校
と
同
様
の
扱
い
を
受
け

た
問
。
た
だ
し
、
裁
量
権
も
あ
り
、
入
学
者
選
抜
に
た
い
し
て
特
例
的
処
置

も
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
地
元
の
学
力
優
秀
者
を
無
試
験
で
入
学
さ
せ
、

さ
ら
に
そ
の
学
生
を
無
試
験
で
帝
国
大
学
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ

っ
た
。そ

の
恩
恵
を
受
け
た
著
名
な
研
究
者
と
し
て
河
上
肇
が
挙
げ
ら
れ
る
。
河

上
は
尋
常
小
学
校
か
ら
予
備
門
の
学
校
、
山
口
高
等
学
校
、
帝
大
ま
で
無
試

験
で
入
学
し
た
。
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
時
期
に
一
九

0
0年
ま
で
の
地
元
入
学
卒
は
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
。
こ
の
よ
う
な

学
校
が
設
立
さ
れ
た
の
は
竹
内
や
天
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
藩
閥
の
サ
パ

イ
パ
ル
戦
略
で
あ
り
、
藩
閥
か
ら
学
閥
へ
と
い
う
時
代
の
転
換
を
長
州
藩
閥

が
見
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
森
有
札
が
述
べ
た
よ
う
に
、
高
等
中
学

校
は
地
方
に
設
立
し
て
い
る
が
あ
く
ま
で
も
国
家
に
と
っ
て
の
人
材
育
成

学
校
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
高
等
中
学
校
を
介
し
て

地
方
の
「
地
縁
主
義
」
を
存
続
さ
せ
る
戦
略
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
に
特
化
し
ま
た
閉
鎖
的
な
事
態
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
弊
害
を
も
た
ら
す
。
一
八
九
三
年
に
学
生
の
ス
ト
ラ
イ
キ
(
寄
宿
舎
騒

動
)
が
起
き
、
関
わ
っ
た
学
生
の
多
く
が
除
名
処
分
を
v

つ
け
る
(
約
二

0
0

名
)
な
ど
で
知
れ
渡
る
加
。
そ
し
て
そ
れ
の
収
拾
に
あ
た
っ
た
ひ
と
り
が
北

条
侍
敬
で
あ
っ
た
。
最
初
は
教
頭
と
し
て
そ
の
後
は
校
長
と
し
て
、
山
口
高

等
学
校
を
軌
道
に
乗
せ
、
そ
の
と
き
解
雇
処
分
を
う
け
て
い
た
弟
子
の
西
日

を
招
聴
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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結
本
稿
は
、
西
国
の
学
校
歴
と
明
治
期
の
教
育
制
度
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
て
み
た
。
西
国
は
、
明
治
期
の
察
明
期
に
あ
っ
て
、
教
育
制
度
と
そ
の
運

用
に
よ
っ
て
い
わ
ば
振
り
回
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
も
あ
っ

て
多
く
の
挫
折
を
味
わ
っ
た
。
た
だ
し
か
し
、
当
時
の
時
代
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
典
型
的
で
あ
っ
た
と
も
い
え
、
本
稿
で
触
れ
た
鳥
居
や
牧
野
と
の
比

較
か
ら
す
る
と
、
彼
の
学
歴
と
師
弟
関
係
が
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
い
意
義

と
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

註

西
国
幾
多
郎
全
集
(
第
二
瓶
)
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
巻
数
と
ペ
ー

ジ
数
を
示
し
た
。

ω
遊
佐
道
子
『
伝
記
西
国
幾
多
郎
(
西
田
哲
学
選
集
別
巻
一
)
』
燈
影
舎
、
一

九
九
八
年
、
三
三
五
真
。
な
お
、
西
国
の
伝
記
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
し

た
。
武
田
篤
司
『
西
閏
幾
多
郎
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
。
小
林
敏
明

『
西
田
幾
多
郎
の
憂
欝
』
岩
波
書
居
、
二

O
O三
年
。
上
回
関
昭
一
台
四
国
幾

多
郎
と
は
誰
か
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二

O
O
二
年
。

ω
こ
の
第
二
章
は
、
主
に
仲
・
伊
藤
編
明
日
本
近
代
教
育
小
史
』
福
村
出
版
、

一
九
八
四
年
に
よ
る
。



ω
天
野
郁
夫
『
学
歴
の
社
会
史
l
教
育
と
日
本
の
近
代
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
、
二

O
O
五
年
、
六
真
。

ω
竹
内
洋
『
学
歴
貴
族
の
栄
光
と
挫
折
(
日
本
の
近
代
第
1
2
巻
)
』
中
央
公

論
新
社
、
一
九
九
九
年
、
六
了
六
四
頁
。

ω
秦
郁
彦
『
旧
制
高
校
物
語
』
文
春
新
書
、
二

O
O一
ニ
年
、
六

O
頁。

ω
仲
・
伊
藤
一
縮
、
前
掲
書
、
六
回
頁
。

ゆ
犬
塚
孝
明
『
森
有
礼
』
(
人
物
叢
世
一
一
回
)
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
二
八

O
ム
一
八
二
真
。

ω
遊
佐
、
前
掲
書
、
一
七
頁
。
竹
田
、
前
掲
章
一
回
、
六
九
真
。

ω
天
野
、
前
掲
書
、
二
三
二
頁
o

m
遊
佐
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。

口
天
野
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁
o

u
竹
田
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

日
な
お
、
第
四
高
等
中
学
校
で
、
西
国
ら
に
英
語
を
教
授
し
て
、
そ
の
学
識
に

つ
い
て
批
判
さ
れ
た
本
間
六
郎
で
あ
る
が
、
(
旧
)
東
京
大
学
卒
後
、
石
川

専
門
学
校
教
員
と
な
り
、
歴
史
、
理
財
学
、
地
理
を
受
け
持
つ
か
た
わ
ら
英

語
も
教
え
た
(
竹
田
、
前
掲
書
、
二
七
頁
)
。
英
語
の
専
門
教
員
で
は
な

か
っ
た
わ
け
で
、
当
時
の
教
員
不
足
が
伺
え
る
。

日
比
天
野
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

日
天
野
、
前
掲
書
、
第
三
章
z

第
五
章
。
た
だ
し
、
野
村
正
賞
は
、
学
歴
主
義

を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
次
の
二
点
を
明
示
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
学
歴
主
義

が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
は
、
一
九
六

0
年
代
後
半
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
天

野
は
昭
和
初
期
と
し
て
い
る
が
)
。
野
村
は
、
自
ら
の
義
務
教
育
時
代
の
経

験
(
い
わ
ゆ
る
団
塊
世
代
)
を
述
べ
つ
つ
、
高
専
、
工
業
高
校
、
商
業
高
校

な
ど
の
職
業
高
校
が
、
「
手
に
職
」
を
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の

時
代
ま
で
は
学
力
優
秀
な
生
徒
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

を
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
(
も
し
彼
ら
の
中
に
学
歴
主
義
が
内
面
化

し
て
い
た
な
ら
、
大
学
を
め
ざ
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
)
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

学
歴
主
義
と
立
身
出
世
論
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
立
身

出
世
論
は
、
学
歴
を
問
わ
ず
自
分
の
所
属
す
る
共
同
体
の
な
か
で
の
出
世
の

意
味
、
心
情
、
そ
の
方
法
を
述
べ
た
も
の
で
、
両
者
を
融
合
さ
せ
て
論
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
八

O
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
野
村
正
賞
『
学
歴
主
義

と
労
働
社
会
!
高
度
成
長
と
自
営
業
の
衰
退
が
も
た
ら
し
た
も
の
』
ミ
ネ

ル
ヴ
ア
書
房
、
二

O
一
四
年
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
。

日
福
田
和
也
「
盟
国
の
虚
、
九
鬼
の
空
」
、
『
日
本
人
の
目
玉
』
ら
く
ま
学
芸
文

庫
、
二

O
O
五
年
、
七
九
頁
。

打
竹
内
、
前
掲
書
、
七
八
s

八
O
頁。

日
竹
内
、
前
掲
書
、
七
三
真
。

四
天
野
、
前
掲
書
、
二
三
七
頁
o

m
竹
内
、
前
掲
書
、
五
五
一
良
。
天
野
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

幻
秦
、
前
娼
書
、
六
五
頁
。
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浅
羽
通
明
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

i
名
著
で
た
ど
る

E
本
思
想
入
門
』
ち

く
ま
新
書
、
二

O
O四
年
。

天
野
郁
夫
編
『
学
麿
主
義
の
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会
史

l
丹
波
篠
山
に
み
る
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代
教
育
と
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活
世
界
』
有
信
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、
一
九
九
一
年
。

天
野
郁
夫
『
増
補
試
験
の
社
会
史
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二

O

O
七
年
。

坂
本
多
加
雄
『
明
治
国
家
の
建
設
一
八
七
一
eesse-

一
八
九

O
(日
本
の
近

代
第
2
巻
)
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
。

鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
思
想
案
内
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
。

竹
内
洋

T
vヱ
芯
・
苦
学
・
出
世
1

1
受
験
生
の
社
会
史
』
講
談
社
現
代

新
書
、
一
九
九
一
年
。

寺
崎
昌
夫
『
東
京
大
学
の
歴
史

i
大
学
制
度
の
先
駆
け
』
講
談
社
学
術

文
庫
、
二

O
O七
年
。

松
野
修
『
近
代
日
本
の
公
民
教
育
|
教
科
書
の
中
の
自
由
・
法
・

名
吉
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。

安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

一
九
九
九
年
。

本
稿
は
、
石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
に
お
い
て
県
民
大
学
校
西
田

幾
多
郎
哲
学
講
座
で
「
西
国
幾
多
郎
が
学
ん
だ
明
治
の
教
育
制
度
」
の
題
自

で
講
演
し
た
内
容
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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年表西国幾多郎の竿撞・ Jfi搬歪と教青信i肢

西j膏 (和主的 西田幾多~rlの竿段とJfi部埜 教青M度

1870.5 (13月 3) 父得盤、母賓三の長男として生まれる

戸籍上の出主は、 1868年(明fお年、正しくは慶応4{iつ

1872.9 (明日 学出IJ公布

1879.9 (明 12) 教育令公布

1880.9 (明日) 改正教育令公布

1882.4 (I~ 15) 小学1穿手業

1883.7 (明 16) 石)IIr.ij産宣明£ヘ学(チフスのため斗琳古学)

1884.10 (明 17) 中退

1885.12 (明 18) 斎三宵払淵'-'¥:文部大!主に就任

1886.3 (明 19) 守校令怖国大学令など)公布

応京大学を帝国大学に謝泣

1886.9 (明治) 石)11県朝ヨ号制交付属~(:尚之校第二級入学

1886.11 (明 19) 文剖円吉、iJJ口中学オ交を山口高等中学

校に断坦

1887.4 (明20) 第四高等学校を金沢に設置

1887.7 (明20) ヰ4喋 帝大引lこ鰐均胸部特権

1887.9 (I~月 20) 第四高等中学{交予科入学

1888.7 (明21) 卒業

1888.9 (明21) 第四高等中学校材ヰ入学

1890.5 (明23) 中退

1891.9 (明24) 帝愚大学文科大明書料羽斜入学

1894.7 (明27) 修了(石川県尋常中学持苦榔j内定取り消し)

1895.4 (明28) 石川県在挫尋常中学校七尾分校教諭

1896.4 (明29) 第四高等学校ドイツ語属託う都市

1897.5 (明 30) 第四高等学校を角纏

1897.9 (明 30) 山口高等朝交教務属託

出典:遊佐 (1998)および竹内 (1999)から引用編集
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