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1
．
は
じ
め
に

近
代
国
家
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
明
治
期
に
お
い
て
︑
新
し
い
人
材
の
育

成
は
政
府
の
急
務
で
あ
っ
た
︒
明
治
期
の
教
育
制
度
は
︑
女
子
に
対
し
て
は
︑

夫
を
補
佐
し
子
供
を
教
育
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
に
貢
献
す
る
﹁
良
妻
賢

母
﹂
を
育
成
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
︒
こ
の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
主
義
を
初
め
て

明
確
に
打
ち
出
し
た
一
人
が
実
践
女
子
学
園
の
創
立
者
︑
下
田
歌
子
で
あ
る

︵
大
井
三
代
子  1993

：283

︶︒
下
田
は﹁
良
妻
賢
母
﹂を
思
想
段
階
に
留
め
ず
︑

お
よ
そ
五
十
年
に
わ
た
る
教
育
の
中
で
こ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
︒
下
田

の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
主
義
は
近
代
女
子
教
育
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た

と
言
え
よ
う
︒

下
田
は
ま
ず
桃
夭
学
校
を
創
設
し
︑
次
い
で
華
族
女
学
校
の
開
設
準
備
と

経
営
を
任
さ
れ
︑
さ
ら
に
欧
米
に
留
学
し
︑
彼
の
地
の
女
子
教
育
に
触
れ
る

機
会
も
得
た
︒
渡
欧
後
は
華
族
女
学
校
に
復
職
す
る
一
方
︑
大
衆
女
子
教
育

を
実
践
す
る
た
め
に
実
践
女
学
校
及
び
女
子
工
芸
学
校
を
設
立
し
た
︒
こ
の

よ
う
な
下
田
の
豊
富
な
教
育
経
験
の
中
で
︑
彼
女
の
女
子
教
育
観
が
ど
の
よ

う
に
展
開
・
変
容
し
た
か
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
と
結

び
つ
い
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
下
田
自
身
の
教
育
思
想
の

み
な
ら
ず
︑
日
本
近
代
女
子
教
育
を
考
え
る
た
め
に
も
重
要
だ
と
言
え
る
︒

本
論
で
は
ま
ず
︑
下
田
が
欧
米
に
渡
る
ま
で
従
事
し
た
桃
夭
学
校
と
華
族

女
学
校
と
の
二
校
の
教
育
実
践
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
︒

1

郭 	

妍
琦

下
田
歌
子
の
女
子
教
育
思
想
の
変
容

桃
夭
学
校
か
ら
欧
米
留
学
前
ま
で
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２
．
先
行
研
究

下
田
歌
子
の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
に
基
づ
く
女
子
教
育
は
︑
当
時
の
女
性

の
自
立
・
社
会
進
出
や
東
洋
連
帯
を
促
す
積
極
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
論
じ

る
研
究
者
に
︑
大
関
啓
子
と
陳
姃
湲
が
い
る
︒
大
関
に
よ
る
と
︑
下
田
は
近

代
日
本
に
相
応
し
い
理
性
あ
る
教
育
を
女
性
の
側
か
ら
確
立
し
よ
う
と
し
た
︒

下
田
は
女
子
教
育
の
推
進
に
留
ま
ら
ず
︑
社
会
に
現
存
す
る
民
族
・
文
化
・

性
別
・
身
分
・
職
業
な
ど
の
差
別
や
障
害
を
排
除
し
︑
戦
争
の
な
い
平
和
な

世
の
確
立
を
目
指
し
た
と
い
う
︵
大
関
啓
子  2013

：334

︶︒
し
か
し
な
が

ら
︑
下
田
に
当
時
の
社
会
に
あ
っ
た
差
別
や
障
害
を
排
除
す
る
意
図
が
本
当

に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
複
数
の
研
究
者
が
異
を
唱
え
る
よ
う
に
検
討
の

余
地
が
あ
る
︒
陳
は
下
田
の
女
子
教
育
理
念
に
対
し
︑
単
に
日
本
の
女
性
だ

け
を
対
象
と
す
る
の
で
な
く
︑﹁
東
洋
の
隙
き
を
伺
ひ
つ
ゝ
﹂
あ
る
西
洋
文
明

に
対
抗
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
︑
東
洋
全
体
と
連
帯
し
て
実
践
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
た
と
積
極
的
意
味
付
け
を
行
っ
て
い
る
︵
陳
姃
湲  2006
：93
︶︒

下
田
の
女
子
教
育
は
国
家
主
義
的
で
あ
り
︑
女
性
の
自
立
や
解
放
に
つ
な

が
ら
な
か
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
研
究
者
に
小
野
和
子
︑
李
琦
及
び
王
宜
梅

が
い
る
︒
小
野
和
子
は
﹁
そ
れ
は
︑
徹
頭
徹
尾
︑
国
家
の
た
め
に
す
る
と
こ

ろ
の
女
子
教
育
で
あ
り
︑
国
家
の
た
め
に
働
く
男
子
の
た
め
に
す
る
と
こ
ろ

の
女
子
教
育
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
女
自
ら
が
固
有
に
も
つ
教
育
の
権
利

や
︑
女
が
自
ら
を
解
放
す
る
た
め
の
女
子
教
育
と
い
う
視
点
は
全
く
な
い
﹂

︵
小
野
和
子  1972

：34

︶
と
論
じ
て
い
る
︒
李
琦
も
ま
た
︑﹁
下
田
歌
子
が

提
唱
す
る
良
妻
賢
母
主
義
は
︑
本
質
的
に
男
性
本
位
︑
国
家
本
位
を
目
指
し

て
推
し
進
め
ら
れ
た
﹂︵
李
琦  2012

：ii

︶
と
指
摘
し
て
い
る
︒
王
宜
梅
は
︑

下
田
の
女
子
教
育
は
女
性
の
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ
た
一
方
で
︑
女
性
の

活
動
の
場
所
を
狭
い
家
庭
に
位
置
づ
け
︑
女
性
に
全
く
社
会
進
出
を
さ
せ
な

か
っ
た
と
主
張
し
た
︵
王
宜
梅  2012

：31

︶︒
も
っ
と
も
李
琦
は
︑
下
田

が
上
流
の
女
性
だ
け
で
な
く
中
下
流
女
性
向
け
の
教
育
を
行
っ
た
こ
と
は
高

く
評
価
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
い
ず
れ
も
一
次
資
料
の
精
査

が
不
十
分
で
︑
下
田
の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
や
国
家
主
義
的
教
育
思
想
が
ど

の
よ
う
に
形
成
さ
れ
変
容
し
た
か
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
彼
女
の
教
育
実
践
が

ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
︒

下
田
が
自
ら
創
立
し
彼
女
に
と
っ
て
最
初
の
教
育
経
験
で
あ
っ
た
桃
夭
学

校
は
︑
近
代
日
本
に
お
け
る
私
学
の
女
子
教
育
機
関
の
嚆
矢
と
し
て
︑
大

き
な
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
︵
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員

会  2001

：12

︶︒
し
か
し
︑
ど
の
よ
う
に
近
代
女
子
教
育
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
か
︑
そ
の
大
き
な
意
味
の
内
実
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
華
族
女
学
校
は
︑
雑
誌
﹃
婦
人
界
三
十
五

年
﹄
で
事
実
上
桃
夭
学
校
の
変
形
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
︵
福
島
四

郎  1935
：692

︶
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
理
解
は
あ
ま
り
正
確
で
は

な
い
︒
こ
の
二
校
に
関
し
て
︑
こ
れ
ら
以
外
に
十
分
検
討
し
た
も
の
は
見
つ

け
ら
れ
な
い
︒
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下
田
の
思
想
の
変
化
は
︑
彼
女
の
地
位
や
影
響
力
を
考
慮
す
る
と
︑
お
そ

ら
く
明
治
期
の
女
子
教
育
全
般
に
も
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
先
行
研
究
に
は
︑
下
田
の
女
子
教
育
事
業
の
展
開
に
つ
い
て
通
時
的

に
論
じ
た
も
の
は
あ
る
が
︑
下
田
の
個
人
的
な
経
験
が
ど
の
よ
う
に
彼
女
の

女
子
教
育
及
び
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
に
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
十
分

に
検
討
し
て
い
な
い
︒
特
に
下
田
が
欧
米
留
学
前
に
従
事
し
た
桃
夭
学
校
と

華
族
女
学
校
に
つ
い
て
は
︑
当
該
期
の
新
聞
・
雑
誌
で
報
道
さ
れ
︑
ま
た
伝

記
な
ど
に
お
い
て
も
頻
繁
に
触
れ
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

歴
史
学
の
立
場
か
ら
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本

稿
で
は
︑
下
田
自
身
が
著
し
た
文
献
に
基
づ
き
︑
彼
女
の
欧
米
留
学
ま
で
の

女
子
教
育
思
想
と
実
践
に
再
検
討
を
加
え
た
い
︒

3
．
伝
統
的
女
子
教
養

―
桃
夭
学
校
時
代

下
田
が
女
学
校
を
開
設
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
触
れ
て

い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
つ
で
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
年

老
い
た
両
親
や
病
気
を
抱
え
た
夫
に
十
分
な
介
護
・
治
療
を
受
け
さ
せ
る
た

め
の
生
計
を
得
る
必
要
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
宮
中
奉
仕
時

代
に
知
り
合
っ
た
政
府
の
高
官
及
び
華
族
で
あ
る
伊
藤
博
文
や
土
方
久
元
︑

井
上
毅
︑
佐
々
木
高
行
ら
か
ら
開
校
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
三
つ

目
は
︑
下
田
が
日
頃
か
ら
女
子
教
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
に
加
え
︑論
者
は
四
つ
目
の
理
由
と
し
て
︑夫
の
死
後
の
自
分
の
キ
ャ

リ
ア
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
西
尾
豊
作
が
︑

﹁
夫
の
病
ひ
恢
復
の
望
み
な
し
と
す
れ
ば
︑
當
然
︵
夫
の
死
後
︶
自
在
の
覺

悟
を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
は
か
ら
ず
も
思
ひ
起
こ
し
た
の
が
︑
か

ね
が
ね
考
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
女
子
教
育
に
從
事
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
︒

か
く
し
て
先
生
は
︑
桃
夭
女
塾
を
起
こ
し
た
﹂︵
西
尾
豊
作  1936

：61

︶

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
斟
酌
で
き
る
︒

こ
う
し
て
下
田
は
一
八
八
二
年
に
﹁
下
田
学
校
﹂
と
名
付
け
た
私
立
女
学

校
を
設
立
し
た
︒
こ
の
学
校
に
は
伊
藤
博
文
︑
山
縣
有
朋
︑
井
上
毅
等
の
支

援
が
あ
り
︑
そ
の
夫
人
や
娘
な
ど
名
だ
た
る
家
の
婦
女
子
が
通
っ
て
大
評
判

と
な
っ
た
︵
大
関
啓
子  2013

：336

︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
下
田
学
校
で
は
上

流
家
庭
の
女
子
が
開
校
当
初
の
主
要
な
生
徒
で
あ
り
︑
彼
女
た
ち
に
向
け
た

教
育
が
意
図
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
当
初
の
学
生
の
中
に
若
い
女
性
は
少
な
く
︑

多
く
は
前
述
の
政
府
高
官
の
夫
人
た
ち
で
あ
っ
た
︵
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇

年
史
編
纂
委
員
会  2001

：13

︶︒

も
っ
と
も
︑
上
流
家
庭
の
女
性
向
け
の
教
育
機
関
と
し
て
は
︑
当
時
既
に

華
族
女
子
を
対
象
と
し
た
学
習
院
女
子
部
が
あ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

伊
藤
等
の
高
官
が
下
田
に
自
分
の
夫
人
や
娘
ら
の
教
育
を
求
め
た
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
藤
村
善
吉
・
鈴
木
龍
二
・
藤
村
千
代
ら
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
﹃
下
田
歌
子
先
生
傳
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
︒

2
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そ
の
頃
の
親
た
ち
は
︑
ど
う
す
れ
ば
新
時
代
の
一
人
前
の
女
性
と
し
て
︑

恥
づ
か
し
く
な
い
だ
け
の
教
育
を
︑
自
分
た
ち
の
娘
に
授
け
る
こ
と
が

出
來
る
で
あ
ら
う
︙
︙
伊
藤
︑
山
縣
︑
土
方
︑
井
上
︑
佐
々
木
氏
な
ど

と
い
ふ
人
々
は
︑
み
な
そ
の
一
事
ゆ
ゑ
に
深
く
思
ひ
惱
ん
で
ゐ
た
︒
み

づ
か
ら
卒
先
し
て
︑
明
治
新
政
府
の
礎
石
を
築
い
た
達
識
な
人
々
だ
け

に
︑
明
日
に
生
き
ん
と
す
る
︑
我
が
家
の
愛
す
る
女
兒
の
爲
に
︑
ひ
と

し
ほ
深
刻
に
惱
ん
で
ゐ
た
︒
そ
こ
で
︙
︙
下
田
歌
子
先
生
の
材
幹
で

︙
︙
な
ん
と
か
し
て
︑
彼
女
を
動
か
し
て
彼
女
に
力
い
っ
ぱ
い
︑
思
ふ

存
分
の
仕
事
を
さ
せ
る
方
法
は
無
い
も
の
だ
ら
う
か
︵
故
下
田
校
長
先

生
傳
記
編
纂
所
代
表
者  1943

：182-183
︶

こ
の
よ
う
に
︑
伊
藤
ら
は
自
分
の
夫
人
や
娘
の
教
育
を
任
せ
る
者
と
し

て
︑
下
田
に
注
目
し
た
︒
下
田
は
宮
中
奉
仕
を
通
し
て
優
れ
た
歌
才
で
知
ら

れ
て
お
り
︑
皇
后
か
ら
﹁
う
た
﹂
の
名
を
賜
り
︑
そ
の
庇
護
の
下
︑
宮
中
で

女
官
の
最
高
位
で
あ
る
権
命
婦
に
上
っ
た
︒
七
年
余
り
の
宮
中
生
活
を
通
し

て
︑
下
田
は
伊
藤
ら
と
知
り
合
い
︑
多
彩
な
人
間
関
係
を
築
い
た
︒
下
田
は

ま
た
︑
歌
才
以
外
に
も
国
文
学
の
造
詣
の
深
い
こ
と
で
︑
宮
中
で
知
ら
れ
て

い
た
︵
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者  1943

：180

︶︒

こ
の
よ
う
な
そ
れ
ま
で
の
下
田
の
経
歴
と
評
判
か
ら
︑
伊
藤
ら
政
府
高
官

が
自
分
の
娘
に
求
め
た
教
育
と
は
︑
和
歌
と
古
典
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
文

学
素
養
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
本
野
久
子
の
回
想
に
よ
る
と
︑

下
田
は
特
に
源
氏
物
語
の
講
義
と
作
歌
の
指
導
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
︵
実

践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：18

︶︒
下
田
は
︑
こ
う
し

た
分
野
で
教
育
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
教
育
が
︑

当
時
の
女
子
の
教
養
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
︒
こ
の
女
子
教

養
観
は
︑
江
戸
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
︒
こ
の
時
代
に
﹁
新
時
代
の

女
性
﹂
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
新
た
に
求
め
ら
れ
た
女
子
教
育
は
︑
こ
の

よ
う
に
極
め
て
伝
統
的
な
教
養
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
発
足
し
た
下
田
学
校
は
︑
同
年
の
六
月
に
桃
夭
学
校
と
改
称
し

た
︒
桃
夭
の
名
は
︑﹃
詩
経
﹄﹁
周
南
篇
﹂
に
あ
る
﹁
桃
之
夭
夭 

灼
灼
其

華 

之
子
于
帰 

宜
其
室
家
︵
桃
の
夭
夭
た
る 

灼
灼
た
る
そ
の
華
︑
こ
の

子
ゆ
き
帰
ぐ 

其
の
室
家
に
宜
し
か
ら
ん
︶﹂
と
あ
る
一
連
の
詩
か
ら
採
っ

た
も
の
で
あ
る
︒
桃
夭
の
意
味
に
つ
い
て
下
田
は
︑﹁
桃
の
若
木
の
瑞
々
し

く 

輝
く
そ
の
花
の
色
は
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
に
美
し
い
︑
こ
の
子
が
他
家
に

嫁
げ
ば 

そ
の
家
庭
に
似
つ
か
わ
し
い
﹂
と
講
義
で
説
明
し
て
い
る
︒
こ

こ
で
最
も
肝
要
な
の
は
︑﹁
其
の
室
家
に
宜
し
か
ら
ん
﹂
の
部
分
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
下
田
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
夫
の
家
を
宜
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
即

ち
︑
下
田
は
夫
の
家
に
貢
献
す
る
こ
と
を
女
性
に
期
待
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

こ
こ
に
は
︑
下
田
の
キ
ャ
リ
ア
初
期
に
お
け
る
︑
夫
の
家
に
貢
献
す
る
妻
像

の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

当
時
の
桃
夭
学
校
は
︑
和
漢
古
典
の
講
義
及
び
和
歌
の
習
得
を
中
心
と
し
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つ
つ
︑
課
程
に
は
弾
琴
と
裁
縫
が
含
ま
れ
た
（
表
１
・
２
）︒
一
八
八
三
年
九

月
の
学
則
改
正
で
は
弾
琴
が
廃
止
さ
れ
る
一
方
︑
算
術
が
導
入
さ
れ
た
︒
お

そ
ら
く
下
田
は
︑
芸
能
的
な
弾
琴
よ
り
実
学
的
な
算
術
を
重
視
し
た
の
で
あ

ろ
う
︒
裁
縫
は
こ
の
改
正
で
も
維
持
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
下
田
は
後

に
︑﹁
裁
縫
は
︑
婦
女
の
手
工
中
︑
最
も
︑
能
く
務
む
べ
き
業
な
り
︒
女
子

に
し
て
︑
も
し
︑
裁
縫
に
疎
か
ら
ん
に
は
︑
ひ
と
り
︑
そ
の
身
の
恥
辱
の
み

な
ら
ず
︒
家
事
經
濟
上
︑
大
い
な
る
︑
不
利
益
な
れ
ば
︑
常
に
︑
能
く
︑
心

を
用
ひ
て
︑
練
習
す
べ
き
な
り
﹂︵
下
田
歌
子  1893

：49

︶
と
述
べ
︑
裁

縫
に
家
計
上
の
最
重
要
の
価
値
を
与
え
て
い
た
︒
中
世
女
性
の
教
養
に
は
︑

和
歌
を
よ
む
こ
と
︑
書
を
し
た
た
め
る
こ
と
︑
草
子
類
や
物
語
類
を
読
む
こ

と
と
︑
裁
縫
に
加
え
︑
筝
・
琵
琶
を
弾
く
こ
と
・
香
合
・
貝
覆
・
将
棋
等
︑

芸
能
的
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
︵
宮
城
栄
昌
・
大
井
ミ
ノ
ブ  1959

：

127-135

︶
と
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
当
初
の
桃
夭
学
校
の
教
育
で
目
指
さ
れ
た

こ
と
は
︑
中
世
以
来
の
伝
統
的
教
養
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
︑
新
時
代
を
象

徴
す
る
よ
う
な
教
育
と
い
う
こ
と
は
特
に
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

当
時
の
官
立
東
京
女
学
校
の
課
程
は
︑
読
物
・
数
学
・
習
字
・
作
文
・
書

取
・
手
芸
・
英
学
・
唱
歌
・
体
操
の
九
学
科
よ
り
成
り
︑
跡
見
女
学
校
の
教

科
は
国
語
・
漢
学
・
算
術
・
習
字
・
裁
縫
・
挿
花
・
点
茶
・
絵
画
︵
後
に
英

学
が
加
わ
る
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
桃
夭
学
校
は
修
身
と
歴
史
に
特

色
を
持
っ
て
い
た
と
﹃
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
﹄
で
は
指
摘
さ
れ
て
い

る
︵
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：26

︶︒
し
か
し
︑﹁
修

身
﹂
と
い
う
科
目
は
一
八
八
一
年
九
月
に
教
則
を
改
正
し
た
学
習
院
女
子
部

の
女
子
実
学
後
期
科
程
表
に
︑
既
に
見
ら
れ
る
（
表
3
）︒
内
容
は
﹁
嘉
言

善
行
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
一
八
八
三
年
の
改
正
後
の
桃
夭
学
校
の
学
科
課

程
（
表
4
）
の
中
の
修
身
の
内
容
と
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
修
身

は
桃
夭
学
校
に
特
有
の
課
程
で
は
な
く
︑
学
習
院
の
課
程
か
ら
導
入
し
た
も

の
で
あ
る
︒

桃
夭
学
校
は
︑
開
校
当
初
か
ら
目
ざ
ま
し
い
成
果
を
得
た
︒
前
述
の
﹃
婦

人
界
三
十
五
年
﹄
は
同
校
に
つ
い
て
︑﹁
女
學
校
と
言
っ
て
は
︑
僅
に
今
の

女
子
高
等
師
範
の
前
身
た
る
竹
橋
女
學
校
と
︑
私
立
で
は
外
人
の
手
に
な
っ

て
居
る
基
督
教
主
義
の
も
の
一
つ
二
つ
と
︑
跡
見
女
學
校
と
が
あ
っ
た
の
み

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
竹
橋
女
學
校
を
除
く
外
は
︑
生
徒
數
も
二
十
名
か
三
十

名
位
の
あ
は
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
桃
夭
家
塾
の
開
か
る
る
や
︑
僅
に
一

二
年
に
し
て
生
徒
數
は
二
百
名
に
達
し
た
︒
今
日
と
ち
が
ひ
︑
女
子
の
向
學

心
の
乏
し
か
っ
た
明
治
十
三
年
に
︑目
ざ
ま
し
い
成
績
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂

︵
福
島
四
郎  1935

：689

︶
と
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
桃
夭
家
塾

と
相
對
し
て
︑
學
習
院
女
子
部
と
い
ふ
の
が
あ
り
︑
華
族
の
女
子
を
教
育
し

て
居
た
が
﹁
下
田
歌
子
﹂
と
い
う
名
に
醉
は
さ
れ
て
居
た
當
時
の
お
姫
様
達

は
︑
學
習
院
女
子
部
に
入
ら
な
い
で
︑
多
く
は
桃
夭
家
塾
の
門
に
向
か
っ
た
﹂

︵
福
島
四
郎  1935

：691

︶
と
い
う
︒
こ
の
学
習
院
女
子
部
は
華
族
女
学
校

の
前
身
で
あ
る
が
︑
桃
夭
学
校
の
人
気
と
名
声
は
官
立
学
校
の
学
習
院
を
上

回
っ
て
い
た
︒
下
田
は
伝
統
的
な
教
養
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
女
子
教
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育
事
業
に
成
功
し
︑
こ
の
こ
と
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
日
本
の
女
子
教
育
に

お
け
る
一
定
の
影
響
力
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

下
田
は
一
八
八
四
年
七
月
︑
当
時
の
政
府
か
ら
﹁
宮
内
省
御
用
掛
︑︵
華

族
女
学
校
の
︶
奏
任
官
に
任
じ
主
事
扱
い
︑
年
俸
千
円
を
下
賜
﹂
す
る
と
い

う
辞
令
を
受
け
︑
同
校
の
創
設
準
備
を
始
め
た
︒
そ
の
年
俸
は
大
正
時
代
の

大
学
教
員
に
相
当
し
︑
位
階
も
職
務
も
女
性
に
与
え
ら
れ
た
最
初
の
も
の
で

あ
っ
た
︵
王
宜
梅  2012

：7
︶︒
華
族
女
学
校
は
︑
一
八
八
五
年
に
学
習
院

女
子
部
が
廃
止
さ
れ
た
後
︑
皇
后
︵
後
の
昭
憲
皇
太
后
︶
の
意
思
に
よ
り
新

た
に
設
立
さ
れ
た
︑
華
族
女
子
の
た
め
の
学
校
で
あ
る
︒
華
族
女
学
校
新
設

の
理
由
に
つ
い
て
︑﹃
女
子
学
習
院
五
十
年
史
﹄
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

男
女
は
各
々
そ
の
天
賦
を
異
に
し
︑
從
っ
て
又
其
の
任
務
と
使
命
と
を

相
分
つ
も
の
な
れ
ば
︑
こ
れ
が
教
育
に
お
い
て
も
︑
其
の
體
制
と
方
途

と
を
殊
別
す
べ
き
は
當
然
の
理
と
い
ふ
べ
し
︒
而
も
學
習
院
に
お
い
て

は
︑
自
然
の
勢
と
し
て
と
か
く
男
子
に
重
き
を
置
く
傾
あ
り
︑
殊
に
明

治
十
四
年
四
月
七
日
︑
聖
旨
を
奉
じ
て
宮
内
卿
よ
り
華
族
督
部
長
へ
達

し
た
る
文
に
よ
れ
ば
﹁
華
族
之
儀
ハ
兼
テ 

勅
諭
モ
有
之
各
自
奮
勵
文

武
ヲ
研
究
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ニ
候
得
共
少
壯
之
者
ハ
一
層
精
神
ヲ
發
揮
シ

可
成
陸
海
軍
ニ
從
事
候
樣
可
心
掛
旨
猶
又
被
仰
出
候
條
此
旨
相
達
候

事
﹂
と
あ
り
て
︑
學
習
院
に
お
け
る
男
子
生
徒
の
進
む
べ
き
途
は
自
ら

定
ま
れ
る
觀
あ
り
︒
さ
れ
ば
其
の
指
導
獎
勵
の
方
針
も
亦
當
然
之
に
副

は
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
且
は
時
勢
の
進
展
に
伴
ひ
女
子
教
育
の
道
も
駸
々

と
し
て
開
け
︑
東
京
は
固
よ
り
︑
京
都
其
の
他
の
地
方
に
お
い
て
も
相

次
い
で
女
學
校
・
女
塾
等
を
設
く
る
に
至
る
︒
是
に
於
て
華
族
上
流
女

子
の
爲
に
も
一
校
を
開
き
て
︑
特
に
之
を
教
育
す
べ
し
と
の
要
望
は
次

第
に
强
き
を
加
へ
來
れ
り
︒︵
女
子
学
習
院  1935

：211

︶

こ
の
よ
う
に
︑
華
族
女
学
校
創
設
の
理
由
と
し
て
︑
こ
こ
に
は
二
点
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
点
目
は
︑
当
時
の
華
族
教
育
は
男
性
偏
重
で
あ
り
︑
教

育
体
制
及
び
方
針
も
男
子
向
け
に
作
ら
れ
て
い
て
︑
女
性
に
相
応
し
く
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
二
点
目
は
︑
民
間
の
女
子
教
育
が
活
発
に
な
り
つ
つ

あ
る
の
を
見
て
︑
政
府
関
係
者
が
国
家
に
よ
る
華
族
・
上
流
女
子
向
け
の
学

校
を
開
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
学

習
院
の
女
子
就
学
者
は
男
子
の
三
分
の
一
に
も
満
た
ず
︑
中
退
者
も
多
く
︑

女
子
部
は
不
振
で
あ
っ
た
︵
学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会  1980

：325-
326

︶︒
当
時
の
学
習
院
女
子
部
が
経
営
不
振
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
政
府
は
新
た
に

華
族
女
学
校
を
開
設
し
た
と
言
え
る
が
︑
政
府
は
さ
ら
に
下
田
を
抜
擢
す
る

こ
と
で
︑
そ
の
人
気
に
よ
っ
て
多
く
の
生
徒
を
獲
得
し
︑
さ
ら
に
は
桃
夭
学

校
の
生
徒
を
引
き
込
む
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
加
え
て
下
田
の
学
校

経
営
に
お
け
る
実
績
も
︑
抜
擢
の
要
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
華
族

女
学
校
の
開
校
時
︑
入
学
生
の
中
で
学
習
院
女
子
部
出
身
の
生
徒
が
三
十
八
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名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
桃
夭
学
校
出
身
の
生
徒
は
約
六
十
名
で
あ
っ
た
︒

ま
た
興
味
深
い
の
は
︑
華
族
女
学
校
は
政
府
で
は
な
く
︑
皇
后
の
意
思
に

よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
一
八
八
四
年
七
月
に﹁
華
族
授
爵
﹂

の
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
︑
五
百
十
二
家
の
華
族
が
有
力
な
﹁
皇
室
の
藩
屏
﹂
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︵
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：

30

︶︑
政
治
運
営
に
も
彼
ら
華
族
の
支
持
が
不
可
欠
と
考
え
た
当
時
の
政
府

は
︑
華
族
女
子
教
育
を
政
府
直
属
に
し
て
影
響
力
を
強
め
よ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
皇
后
の
令
旨
と
い
う
形
で
学
校
を
創
設
し
た
の
は
︑
そ
の
方
が

政
府
の
直
接
の
命
令
よ
り
も
華
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
考
え
た
か
ら

で
あ
ろ
う
︒

華
族
女
学
校
の
開
校
に
あ
た
っ
て
下
田
は
幹
事
兼
教
授
に
任
命
さ
れ
た
が
︑

彼
女
は
自
ら
創
設
し
た
桃
夭
学
校
を
桃
夭
女
塾
と
し
て
並
行
し
て
経
営
し
続

け
た
︒
下
田
が
桃
夭
学
校
を
廃
校
と
せ
ず
に
︑
二
校
を
同
時
に
運
営
し
よ
う

と
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
︑
父
兄
な
ど
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
︵
実
践

女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：26-27

︶︒
廃
校
後
︑
華
族
女

学
校
に
入
学
で
き
な
い
生
徒
を
哀
れ
に
思
う
気
持
ち
も
下
田
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
︒
し
か
し
同
時
に
︑
皇
后
か
ら
任
命
さ
れ
︑
高
額
な
年
俸
を
得
て
︑

宮
中
や
政
府
と
の
関
係
も
構
築
で
き
る
華
族
女
学
校
へ
の
任
命
を
断
る
と
い

う
選
択
肢
は
︑
下
田
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

桃
夭
学
校
は
桃
夭
女
塾
に
な
っ
た
後
︑﹁
設
置
目
的
﹂
が
改
定
さ
れ
た
︒

改
定
後
は
︑﹁
本
塾
ノ
趣
旨
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
ハ
︑
主
ラ
女
子
ヲ
シ
テ
智
徳
ヲ

啓
発
セ
シ
メ
身
神
ヲ
健
全
ナ
ラ
シ
メ
学
芸
ヲ
修
メ
シ
メ
︑
以
テ
他
日
賢
母
ト

ナ
リ
良
妻
ト
ナ
ル
可
キ
性
情
品
性
身
体
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
ア
リ
﹂︵
実
践
女
子

学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：27

︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う

に
下
田
は
こ
こ
で
﹁
賢
母
良
妻
﹂
と
い
う
熟
語
で
は
用
い
て
い
な
い
が
︑﹁
賢

母
﹂
と
﹁
良
妻
﹂
と
い
う
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
登
場
さ
せ
て
い
る
︒﹃
実
践
女

子
学
園
一
〇
〇
年
史
﹄
で
は
﹁
こ
の
﹁
設
置
目
的
﹂
か
ら
︑
下
田
の
﹁
良
妻

賢
母
﹂
思
想
は
智
・
徳
・
体
に
基
づ
く
﹁
賢
母
良
妻
﹂
の
女
子
教
育
の
理
念

が
早
く
も
謳
い
あ
げ
ら
れ
て
い
る
﹂︵
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委

員
会  2001

：27

︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
下
田
は
こ
こ
で
﹁
賢
母
﹂
と
﹁
良
妻
﹂

が
ど
の
よ
う
な
女
性
像
で
あ
る
か
は
詳
し
く
示
し
て
い
な
い
が
︑
こ
の
と
き

既
に
﹁
良
妻
賢
母
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

4
．
国
の
た
め
の
女
子
教
育

―
華
族
女
学
校
時
代

華
族
女
学
校
は
︑
一
八
八
五
年
十
月
五
日
に
仮
授
業
を
開
始
し
た
︒
同
年

十
一
月
十
三
日
に
︑
皇
后
は
華
族
女
学
校
開
校
の
式
典
で
︑
以
下
の
よ
う
な

令
旨
を
出
し
た
︒

此
度
新
に
華
族
女
學
校
を
設
立
し
今
日
其
開
校
の
式
を
擧
ぐ
つ
ら
つ
ら

惟
ひ
み
る
に
女
子
は
巽
順
の
徳
を
體
し
て
善
く
父
母
舅
姑
に
事
へ
又
其

良
人
を
助
け
て
善
く
一
家
の
事
を
理
め
其
母
た
る
に
至
り
て
は
其
子
を
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家
庭
の
内
に
教
育
す
る
の
義
務
あ
る
も
の
な
れ
は
其
身
に
相
應
す
る
學

識
な
か
る
べ
か
ら
ず
近
來
各
地
女
學
校
の
設
あ
り
今
ま
た
特
に
華
族
の

た
め
に
本
校
を
新
設
す
る
は
皆
此
旨
趣
に
基
き
た
る
も
の
な
り
さ
れ
ば

入
校
の
女
子
は
諸
科
の
學
術
に
熱
達
す
る
の
み
な
ら
ず
更
に
道
徳
の
源

に
遡
り
各
其
地
位
に
應
じ
て
孝
順
貞
烈
慈
愛
の
徳
を
修
め
國
家
教
育
の

本
旨
に
背
か
ざ
ら
ん
こ
と
を
期
す
又
其
教
官
は
女
子
教
育
の
大
任
を
思

ひ
務
め
て
教
授
の
方
法
に
注
意
し
善
く
其
學
科
の
要
領
を
得
し
む
へ
し

今
日
開
校
の
式
に
臨
み
聊
か
所
思
を
述
べ
て
前
途
の
進
歩
を
望
む
︒︵
故

下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者  1943

：206

︶

こ
の
よ
う
に
︑
皇
后
は
華
族
の
女
子
生
徒
に
対
し
︑
従
順
で
﹁
孝
順
貞
烈

慈
愛
の
徳
﹂
を
備
え
︑
舅
姑
に
仕
え
︑
夫
を
助
け
︑
家
庭
内
務
を
処
理
し
︑

さ
ら
に
母
と
し
て
の
知
識
を
持
ち
︑
子
供
を
教
育
で
き
る
女
性
と
な
る
こ
と

を
求
め
︑
こ
の
よ
う
な
女
性
に
な
る
前
提
と
し
て
の
教
育
を
強
調
し
た
︒
こ

こ
に
﹁
良
妻
﹂
や
﹁
賢
母
﹂
な
ど
の
語
は
現
れ
な
い
が
︑
こ
の
言
説
の
基
軸

が
﹁
良
妻
賢
母
﹂
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
良
妻
賢
母
﹂

思
想
は
︑
華
族
女
学
校
で
は
︑
ま
ず
初
め
に
皇
后
の
理
念
と
し
て
打
ち
出
さ

れ
た
︒

同
じ
式
典
で
下
田
は
教
師
総
代
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
祝
詞
を
述
べ
た
︒

賢
母
は
國
の
幸
福
を
生
む
と
い
へ
る
こ
と
わ
り
を
︑
お
し
て
ま
こ
と
の

道
に
導
き
侍
る
べ
く
︑
は
た
此
母
た
る
も
の
は
︑
ひ
と
り
女
子
の
母
た

る
の
み
に
非
ず
︑
御
政
事
に
も
預
り
︑
御
軍
に
も
從
ふ
男
子
の
母
と
も

成
ぬ
べ
き
な
れ
ば
︑
其
道
々
の
あ
ら
ま
し
を
も
大
方
は
し
ら
し
む
べ
く
︑

且
何
く
れ
の
學
科
も
其
法
則
を
定
め
て
︑
深
き
意
を
も
き
は
め
し
む
べ

し
︵
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者  1943

：206-207

︶︒

管
見
の
限
り
︑
こ
れ
が
下
田
が
﹁
賢
母
﹂
と
い
う
語
を
直
接
用
い
た
最
初

の
機
会
で
あ
る
︒
下
田
は
﹁
國
の
幸
福
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
﹁
賢
母
﹂
の
重

要
さ
を
論
じ
た
︒
こ
の
よ
う
に
下
田
の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
は
︑
ま
ず
母
の

役
割
を
強
調
す
る
﹁
賢
母
﹂
論
か
ら
公
に
打
ち
出
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
︒

こ
こ
で
下
田
が
述
べ
た
﹁
國
の
幸
福
を
生
む
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
る
女
子
教
育
は
︑
国
家
主
義
的
女
子
教
育
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
︒
し

か
し
︑
下
田
は
﹁
國
の
幸
福
﹂
が
何
で
あ
る
か
説
明
し
て
い
な
い
︒
こ
の
時

期
の
下
田
の
国
家
観
は
ま
だ
非
常
に
漠
然
と
し
て
い
た
︒

一
方
﹁
賢
母
﹂
に
つ
い
て
は
︑
政
治
を
し
︑
軍
人
に
な
る
男
子
を
育
て
ら

れ
る
母
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
女
子
は
﹁
賢
母
﹂
と
な
る
道
を
知
っ
て
お
く
べ

き
で
あ
り
︑
且
つ
学
問
で
も
深
い
意
味
を
理
解
す
べ
き
だ
と
明
白
に
主
張
し

て
い
る
︒
即
ち
︑
下
田
は
賢
母
に
な
る
道
は
学
問
に
あ
る
と
考
え
︑
女
子
教

育
と
﹁
賢
母
﹂
と
を
結
び
つ
け
た
︒﹁
賢
母
﹂
が
﹁
國
の
幸
福
﹂
の
源
と
な

る
と
の
主
張
は
︑
女
子
教
育
の
国
に
お
け
る
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
︒
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下
田
の
﹁
賢
母
﹂
像
は
︑
な
ぜ
特
に
政
治
家
や
軍
人
に
な
る
男
子
を
育
て

る
母
の
像
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
明
治
天
皇
は
︑﹁
打
ち
つ

づ
く
國
内
の
兵
亂
﹂
に
よ
り
︑﹁
華
族
子
弟
は
と
り
わ
け
武
人
で
あ
る
事
﹂

を
﹁
悦
ん
だ
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︵
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表

者  1943

：194

︶︒
そ
の
た
め
︑
前
掲
の
﹃
女
子
学
習
院
五
十
年
史
﹄
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
︑
一
八
八
一
年
に
宮
内
卿
よ
り
華
族
督
部
長
に
与
え
ら

れ
た
聖
旨
に
よ
れ
ば
︑
華
族
は
﹁
兼
テ
勅
諭
モ
有
之
各
自
奮
勵
文
武
ヲ
研

究
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ニ
候
得
共
少
壯
之
者
ハ
一
層
精
神
ヲ
發
揮
シ
可
成
陸
海

軍
ニ
從
事
候
樣
可
心
掛
旨
猶
又
被
仰
出
候
條
此
旨
相
達
候
事
﹂︵
女
子
学
習

院  1935

：211

︶
と
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
一
八
八
〇
年
代
の
華
族
教
育

は
︑
男
子
を
軍
人
に
育
成
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
た
︒
お
そ
ら
く
下
田
は
華

族
女
学
校
の
重
要
な
経
営
者
と
し
て
国
家
主
義
的
教
育
を
代
表
す
る
立
場
か

ら
︑
軍
人
育
成
に
重
点
を
置
い
た
華
族
学
校
の
教
育
方
針
に
合
わ
せ
て
︑
華

族
女
子
教
育
に
お
い
て
も
︑軍
人
育
成
や
国
家
へ
の
貢
献
と
結
び
つ
い
た﹁
賢

母
﹂
像
を
提
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
下
田
は
︑
軍
人
を
育
て
る
母
親
を
育
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
國
の
幸
福
﹂
を
達
成
す
る
と
す
る
国
家
主
義
的
女
子

教
育
観
を
形
成
し
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
八
八
六
年
二
月
の
職
制
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
︑
下
田
は
華
族
女
学
校

学
監
に
任
命
さ
れ
︑
一
九
〇
六
年
四
月
に
同
校
が
学
習
院
に
合
併
さ
れ
る
ま

で
︑
歴
代
の
校
長
を
補
佐
し
て
︑
校
務
と
教
育
の
責
を
担
っ
た
︵
実
践
女
子

学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：31

︶︒
真
辺
美
佐
に
よ
る
と
︑
一

八
八
八
年
七
月
の
第
三
代
校
長
西
村
茂
樹
の
着
任
ま
で
︑
華
族
女
学
校
の
実

務
は
教
授
︵
の
ち
に
学
監
︶
下
田
歌
子
の
指
揮
下
で
行
わ
れ
た
︵
真
辺
美

佐  2006

：47

︶︒
し
か
し
下
田
は
校
長
に
は
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
華
族
女
学
校
は
事
実
上
桃
夭
学
校
の
変
形
し
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
︑
福
島
四
郎
は
雑
誌
﹃
婦
人
界
三
十
五
年
﹄
で
主
張
し

て
い
る
︒
福
島
は
﹁
女
史
︵
下
田
の
こ
と
：
引
用
者
注
︶
は
同
校
︵
華
族
女

学
校
を
指
す
：
引
用
者
注
︶
創
立
に
つ
い
て
全
て
の
樞
機
に
參
し
︑
學
則
の

草
案
も
自
ら
筆
を
下
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
此
の
如
く
︑
華
族
女
學
校

は
事
實
に
於
て
桃
夭
家
塾
の
變
形
し
た
も
の
で
あ
る
︒
生
徒
の
過
半
は
同
塾

か
ら
轉
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
宜
な
る
か
な
︑
華
族
女
學
校
に
は
女
史
の
勢
力

は
根
强
く
植
ゑ
ら
れ
︑
校
長
は
あ
れ
ど
も
殆
ど
名
義
の
み
に
て
︑
宛
然
歌
子

女
史
の
私
設
學
校
の
如
き
觀
在
り
﹂︵
福
島
四
郎  1935

：692

︶
と
述
べ
て

い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
華
族
女
学
校
発
足
当
時
の
生
徒
一
四
三
人
の
う
ち
︑

桃
夭
学
校
か
ら
の
編
入
は
前
述
の
よ
う
に
約
六
十
人
で
あ
り
︑
過
半
数
に
は

い
た
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
下
田
は
学
校
の
創
立
に
携
わ
り
︑
学
則
の
草
案

も
執
筆
し
た
が
︑
決
定
権
は
持
た
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
華
族
女
学
校
の
授

業
科
目
（
表
5
）
は
︑
学
習
院
女
子
部
の
そ
れ
（
表
6
）
を
元
に
し
た
も
の

で
あ
り
︑
下
田
が
主
導
し
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑

華
族
女
学
校
が
桃
夭
学
校
の
変
形
し
た
も
の
だ
と
捉
え
る
の
は
適
当
で
な
い

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

華
族
女
学
校
開
設
か
ら
四
年
後
の
一
八
八
九
年
七
月
八
日
︑
下
田
は
そ
の

3
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第
一
期
生
の
卒
業
式
に
お
い
て
︑
卒
業
生
へ
の
告
別
訓
示
と
し
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
た
︒

今
︑
嬢
等
は
學
業
を
卒
へ
て
︑
此
校
を
去
ら
る
る
な
る
が
︑
こ
れ
よ
り

は
如
何
し
て
︑
學
問
を
な
さ
ん
と
思
ひ
給
ふ
か
︒
學
問
の
道
は
︑
嬢
等
︑

終
身
廢
棄
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
︙
︙
今
︑
嬢
等
が
此
校
を
出
で
ら

る
る
は
︑
更
に
こ
れ
よ
り
世
間
と
い
ふ
︑
大
い
な
る
學
校
に
入
る
べ
き

進
路
な
り
と
思
ひ
給
ふ
べ
し
︒︵
中
略
︶

目
下
日
本
婦
人
は
︑
殊
に
至
難
の
地
位
に
立
て
り
と
い
ふ
事
是
な
り
︒

恰
も
世
運
の
變
遷
と
同
じ
く
︑
女
子
の
風
儀
の
進
化
す
る
時
代
に
當
り

て
は
︑
何
事
も
己
れ
を
守
り
︑
道
を
踏
み
︑
先
づ
優
に
や
さ
し
く
︑
大

ら
か
に
恭
し
く
か
る
べ
し
︒
女
の
徳
は
寒
松
の
霜
雪
に
堪
へ
︑
垂
柳
の

暴
風
に
折
れ
ぬ
力
に
も
譬
へ
︑
柔
か
な
る
中
に
も
︑
一
節
犯
し
難
き
所

あ
る
べ
し
︒
總
じ
て
内
は
剛
に
︑
外
は
柔
な
る
ぞ
よ
き
︒

嬢
等
︑
忍
耐
︑
寛
裕
︑
沈
勇
の
三
つ
の
も
の
は
︑
男
子
の
所
爲
の
み

に
非
ず
し
て
︑
却
り
て
女
子
の
特
有
な
り
と
悟
ら
れ
よ
︒︵
故
下
田
校

長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者  1943

：278-279

︶

こ
こ
で
下
田
は
卒
業
生
に
︑
学
問
勉
強
を
終
身
つ
づ
け
る
べ
き
と
諭
し
︑

す
べ
て
の
学
問
は
実
際
に
生
活
に
応
用
で
き
る
と
い
う
実
学
の
視
点
か
ら
学

校
教
育
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
教
養
教
育
を
重
視
し
た
桃

夭
学
校
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
︒
ま
た
今
日
本
の
婦
人
は
至
難
の
地
位
に

あ
り
︑
世
の
人
に
侮
辱
さ
れ
た
り
嫉
妬
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
女

子
は
常
に
優
し
く
お
お
ら
か
に
恭
し
く
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
︑
具
体
的

に
は
︑
忍
耐
・
寛
裕
・
沈
勇
の
三
つ
の
徳
を
備
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒

こ
の
言
説
に
は
︑
国
の
た
め
の
教
育
と
い
う
考
え
は
顕
著
に
は
見
え
な
い
︒

と
こ
ろ
が
二
年
後
の
一
八
九
一
年
一
月
︑
下
田
は
﹃
に
は
の
を
し
へ
﹄
と

い
う
一
文
を
著
し
て
一
八
九
二
年
に
出
版
し
︑
一
八
九
三
年
三
月
の
﹃
婦
女

雑
誌
﹄
に
転
載
さ
れ
た
︒
こ
の
中
で
下
田
は
︑
国
の
富
の
強
化
と
い
う
視
点

か
ら
︑
以
下
の
よ
う
に
女
子
教
育
に
お
け
る
家
政
の
重
要
性
を
論
じ
た
︒

凡
そ
女
子
の
爲
す
べ
き
要
務
中
︑
其
最
大
な
る
職
務
は
︑
家
事
經
濟
に

過
ぐ
る
者
あ
ら
ず
︑
家
事
經
濟
宜
し
き
を
得
ば
︑
其
夫
を
助
け
︑
其
子

を
教
へ
︑
其
國
を
富
ま
せ
︑
其
世
を
開
明
に
す
る
の
基
礎
を
為
す
に
足

る
べ
し
︒
凡
そ
經
濟
の
要
は
︑
冗
費
を
省
き
︑
光
陰
を
貴
ぶ
に
在
り
︒

裁
縫
巧
み
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
︑
割
烹
精
し
か
ら
ざ
る
可
ら
ず
︑
灑
掃
應

對
の
事
︑
及
び
家
政
︑
萬
般
の
事
︑
皆
︑
専
ら
︑
婦
人
の
責
に
任
ぜ
ざ

る
可
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
︒若
し
婦
人
に
し
て
︑こ
れ
ら
の
任
を
盡
さ
ゞ

ら
ん
か
︑
賢
母
と
な
り
︑
節
婦
と
な
り
︑
親
に
事
へ
︑
夫
を
助
け
︑
兒

を
教
養
す
る
︑い
か
に
し
て
か
︑其
任
を
果
た
す
こ
と
を
得
べ
き
︒
且
つ
︑

一
國
の
富
强
な
る
は
︑
箇
々
の
家
の
富
め
ば
な
り
︒
一
國
の
貧
弱
な
る

は
︑
箇
々
の
家
の
貧
し
け
れ
ば
な
り
︒
而
し
て
︑
邦
國
の
文
明
な
る
は
︑
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箇
々
の
家
︑
文
明
の
和
氣
あ
る
が
故
に
し
て
︑
且
つ
善
母
は
能
く
人
類

を
新
た
に
し
て
︑
一
國
の
躰
面
を
進
ま
し
む
る
を
得
べ
け
れ
ば
︑
婦
人

の
任
︑
誠
に
至
大
至
重
な
り
と
云
ふ
べ
し
︵
下
田
歌
子  1892

：8-9

︶︒

女
子
は
家
事
経
済
が
よ
く
で
き
れ
ば
︑
夫
を
助
け
︑
子
供
を
教
え
︑
国
を

富
裕
且
つ
開
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
︑
下
田
は

女
子
最
大
の
職
務
は
家
事
経
済
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
経
済
の
要
は
出
費
及

び
時
間
の
節
約
で
あ
り
︑
さ
ら
に
女
子
は
裁
縫
︑
料
理
に
精
通
す
べ
き
で
︑

清
掃
・
応
対
・
家
政
等
の
す
べ
て
は
専
ら
女
性
の
責
任
で
あ
る
と
言
う
︒

こ
れ
ら
の
女
性
の
職
務
は
︑
一
カ
月
後
の
一
八
九
三
年
四
月
に
公
刊
さ

れ
た
﹃
家
政
学
﹄
の
言
説
と
明
ら
か
に
共
通
す
る
︒
下
田
に
よ
れ
ば
︑
家 

政
―
上
記
の
女
性
の
職
務
―
が
よ
く
で
き
る
女
性
は
︑
結
婚
後
に
賢
母

と
な
り
節
婦
と
な
り
︑
親
に
仕
え
︑
夫
を
助
け
︑
子
供
を
養
育
で
き
る
︒
こ

う
し
て
個
々
の
家
が
豊
か
に
な
れ
ば
︑国
全
体
も
富
裕
と
な
り
︑同
様
に
個
々

の
家
に
お
け
る
﹁
文
明
の
和
氣
﹂
か
ら
︑
国
家
の
文
明
化
も
達
成
で
き
る
︒

こ
う
し
て
善
き
母
は
人
類
を
進
歩
さ
せ
︑
国
の
体
面
を
改
善
で
き
る
︒
こ
こ

で
は
家
政
を
妻
の
役
割
と
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
彼
女
の
﹁
良
妻
﹂
論
の
出
発

点
と
言
え
る
︒﹁
賢
母
﹂
が
実
現
で
き
る
こ
と
に
は
︑
国
の
体
面
を
保
つ
こ

と
か
ら
人
類
を
進
歩
さ
せ
る
こ
と
ま
で
加
え
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
そ
れ

ま
で
の
漠
然
と
し
た
﹁
國
の
幸
福
﹂
と
い
う
主
張
と
比
べ
て
︑
こ
こ
で
下
田

の
国
家
主
義
的
女
子
教
育
思
想
は
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
と
言
え
る
︒

5
．
お
わ
り
に

本
論
は
︑
下
田
歌
子
の
女
子
教
育
思
想
に
つ
い
て
︑
彼
女
の
創
設
し
た
桃

夭
学
校
か
ら
︑
渡
欧
前
ま
で
の
華
族
女
学
校
ま
で
の
教
育
実
践
を
分
析
し
て
︑

そ
の
変
容
を
検
討
し
た
︒

桃
夭
学
校
で
は
︑
上
流
家
庭
女
子
向
け
の
教
育
が
意
図
さ
れ
︑
和
漢
古
典

及
び
和
歌
の
習
得
を
中
心
と
す
る
課
程
が
設
置
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
は
江
戸
時

代
と
変
わ
ら
ぬ
伝
統
的
教
養
が
教
え
ら
れ
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
同
校
は
高
い
人

気
を
博
し
た
︒

一
八
八
四
年
に
宮
内
省
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
華
族
女
学
校
で
は
︑﹁
良

妻
賢
母
﹂
思
想
が
皇
后
の
令
旨
か
ら
垣
間
見
え
た
︒
こ
こ
で
下
田
も
初
め
て

﹁
賢
母
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
︑﹁
國
の
幸
福
﹂
を
達
成
す
る
た
め
の
﹁
賢
母
﹂

の
重
要
性
を
論
じ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
下
田
の
﹁
良
妻
賢
母
﹂
思
想
は
﹁
賢

母
﹂
論
か
ら
始
ま
っ
た
︒﹁
賢
母
﹂
に
は
︑
政
治
家
や
軍
人
に
な
る
男
子
を

育
て
る
母
が
想
定
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
伝
統
的
教
養
の
教
授
を
中
心
と

す
る
桃
夭
学
校
時
代
に
比
べ
︑
華
族
女
学
校
の
時
期
に
は
︑
よ
り
国
家
主
義

的
な
教
育
観
を
持
つ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
こ
の
時

期
の
下
田
の
国
家
観
並
び
に
そ
れ
を
基
と
す
る
国
家
主
義
的
女
子
教
育
思
想

は
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
た
︒

下
田
は
一
八
九
二
年
の
﹃
に
は
の
を
し
へ
﹄
で
は
︑
妻
の
役
割
は
﹁
親
に

事
へ
夫
を
助
け
﹂
る
こ
と
と
︑﹁
一
國
の
富
强
な
る
﹂
た
め
に
﹁
節
婦
と
な
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り
﹂
自
分
の
﹁
家
の
富
﹂
を
蓄
え
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
賢
母
﹂
の
役
割
は
﹁
能

く
人
類
を
新
た
に
し
て
一
國
の
躰
面
を
進
ま
し
む
る
﹂
こ
と
で
あ
る
と
述
べ

た
︒
さ
ら
に
﹁
國
の
富
强
﹂
は
個
々
の
家
の
豊
か
さ
か
ら
得
ら
れ
る
と
い
う

考
え
が
示
さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
下
田
は
︑
家
政
に
関
す
る
実
務
的
な
女
子
教

育
を
通
し
て
有
用
な
女
子
を
育
成
す
る
こ
と
が
︑
国
の
富
強
・
開
明
に
な
る

と
主
張
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
下
田
は
上
流
家
庭
の
女
子
向
け
に
伝
統
的
教
養
教
育
を

行
っ
た
桃
夭
学
校
の
時
期
に
は
︑
国
の
た
め
と
い
う
発
想
を
持
た
な
か
っ
た

が
︑
華
族
女
学
校
で
は
︑
伝
統
的
教
養
よ
り
も
実
学
が
目
指
さ
れ
る
と
同
時

に
︑
国
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
言
明
し
始
め
た
︒﹁
賢
母
﹂
が
実
現
で
き
る

こ
と
は
︑
華
族
女
学
校
発
足
当
初
は
﹁
國
の
幸
福
﹂
と
い
う
漠
然
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
九
一
年
の
﹃
に
は
の
を
し
へ
﹄
か
ら
︑﹁
國
の
富
强
・

開
明
﹂
と
い
う
︑
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
欧
米

留
学
ま
で
の
下
田
の
考
え
る
国
家
主
義
的
女
子
教
育
思
想
は
少
し
ず
つ
明
確

に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
国
家
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
︑
下
田

は
﹁
国
は
家
の
大
な
る
も
の
︑
即
ち
国
家
て
ふ
名
称
の
あ
る
﹂︵
実
践
女
子

学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会  2001

：52

︶
と
語
っ
て
お
り
︑﹁
国
﹂
と
﹁
国

家
﹂
と
い
う
言
葉
の
使
い
分
け
は
下
田
の
国
家
主
義
的
女
子
教
育
の
内
実
を

探
る
上
で
も
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿

で
論
じ
た
い
︒

■
注

1 

﹁
桃
夭
女
学
校
﹂﹁
桃
夭
︵
女
︶
塾
﹂﹁
桃
夭
家
塾
﹂
等
の
呼
称
も
使
わ
れ

て
い
た
が
︑
本
論
で
は
﹁
桃
夭
学
校
﹂
に
統
一
す
る
︒

2 

例
え
ば
︑
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者
著
﹃
下
田
歌
子
先
生

傳
﹄︵1943

︶︑
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会
著
﹃
実
践
女

子
学
園
一
〇
〇
年
史
﹄︵2001

︶︑
王
宜
梅
﹁
下
田
歌
子
の
女
子
教
育
理

念
に
関
す
る
研
究
﹂︵2012

︶︑
李
琦
﹁
下
田
歌
子
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
思
想
に
つ
い
て
﹂︵2012

︶︑
大
関
啓
子
﹁
実
践
躬
行

―
下
田
歌

子 

女
子
教
育
へ
の
道

―
﹂︵2013

︶
等
︒

3 

﹃
女
子
学
習
院
五
十
年
史
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
越
え
て
明
治
十
七
年
學
習
院

が
宮
内
省
所
轄
の
官
立
學
校
た
る
に
及
び
︑
男
子
の
教
科
に
は
改
正
を

加
へ
︑
女
子
の
教
科
は
追
っ
て
之
を
定
む
る
こ
と
と
下
る
も
︑
そ
の
改

正
の
機
を
見
ず
し
て
華
族
女
學
校
の
新
設
と
な
り
た
り
﹂︵
女
子
学
習

院  1935

：204

︶
と
さ
れ
る
︒

■
参
考
文
献

王
宜
梅
︑
二
〇
一
二
︑﹁
下
田
歌
子
の
女
子
教
育
理
念
に
関
す
る
研
究
﹂︑
西

安
外
国
語
大
学
修
士
論
文

大
井
三
代
子
︑
一
九
九
三
︑﹁
明
治
の
婦
人
雑
誌

―
下
田
歌
子
と
﹃
日
本

婦
人
﹄

―
﹂︑
現
代
の
図
書
館
︑Vol. 31

︑N
O

. 4
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大
関
啓
子
︑
二
〇
一
三
︑﹁
実
践
躬
行

―
下
田
歌
子 

女
子
教
育
へ
の
道

―
﹂︑
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
﹇
復
刊
第
50
号
﹈

小
野
和
子
︑
一
九
七
二
︑﹁
近
代
日
本
と
中
国
―
34
― 

下
田
歌
子
と
服
部
宇
之

吉
﹂
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
14
︵
40
︶

学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会
︑
一
九
八
〇
︑﹃
学
習
院
百
年
史
﹄
第
一
編
︑
学

習
院

故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所
代
表
者
︑
一
九
四
三
︑﹃
下
田
歌
子
先
生
傳
﹄︑

故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所

児
島
薫
︑
二
〇
〇
六
︑﹁
桃
夭
塾
卒
業
生
︑
本
野
久
子
に
つ
い
て
﹂︑
実
践
女

子
大
学
﹃
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹄︵
48
︶

福
島
四
郎
︑
一
九
三
五
︑﹁
下
田
歌
子
史
﹂︑
婦
女
新
聞
社
︑﹃
婦
人
界
三
十
五
年
﹄

下
田
歌
子
︑
一
八
九
二
︑﹃
に
は
の
を
し
へ
﹄︑
東
京
秀
英
社

下
田
歌
子
︑
一
八
九
三
︑﹃
家
政
学
﹄︑
博
文
館

真
辺
美
佐
︑
二
〇
〇
六
︑﹁
昭
憲
皇
太
后
と
華
族
女
学
校

―
設
立
及
び
改

革
に
果
た
し
た
皇
太
后
の
役
割
を
中
心
に

―
﹂︑
書
陵
部
紀
要
︵
58
︶︑

宮
内
庁
書
陵
部
︑

実
践
女
子
学
園
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会
︑
二
〇
〇
一
︑﹃
実
践
女
子
学
園
一

〇
〇
年
史
﹄︑
実
践
女
子
学
園

女
子
学
習
院
︑
一
九
三
五
︑﹃
女
子
学
習
院
五
十
年
史
﹄︑
女
子
学
習
院

陳
姃
湲
︑
二
〇
〇
六
︑﹃
東
ア
ジ
ア
の
良
妻
賢
母
論
：
創
ら
れ
た
伝
統
﹄︑
勁

草
書
房

西
尾
豊
作
︑
一
九
三
六
︑﹃
下
田
歌
子
傳
﹄︑
咬
菜
塾

宮
城
栄
昌
・
大
井
ミ
ノ
ブ
︑
一
九
五
九
︑﹃
日
本
女
性
史
﹄︑
吉
川
弘
文
館

李
琦
︑
二
〇
一
二
︑﹁
下
田
歌
子
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
思
想
に
つ
い
て
﹂︑
山

東
大
学
修
士
論
文
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学科・教科書・学期一覧表

初
等

句
読

講
義

輪
講

半
年前

期

孝 

経

四 

書

徒
然
草

劉
向
列
女
伝
本
朝
列
女
伝
歌
︑
習
字

日
用
文

初
等

句
読

講
義

輪
講

半
年後

期

五 
経

古
今
集

女
四
書

徒
然
草

劉
向
列
女
伝
歌
︑
習
字

日
用
文

三
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年前

期

国
史
略

十
八
史
略

枕
草
紙

論 
語

古
今
集

孝 

経

歌
︑
習
字

和 

文

日
用
文

三
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年後

期

元
明
史
略

蒙 
 

求

栄
華
物
語

詩 
 

経

枕
草
紙

女
四
書

歌
︑
習
字

和 

文

日
用
文

二
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年前

期

外 

史

文
書
軌
範

源
氏
物
語

中 
 

庸

栄
華
物
語

論 
 

語

歌和 
文

二
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年後

期

史
記
本
記

史
記
列
伝

左 
 

伝

源
氏
物
語

大
日
本
史

源
氏
物
語

詩 
 

経

歌和 

文

一
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年前

期

前
漢
書

万
葉
集

史 

記

源
氏
物
語

中 
 

庸

歌
︑
和
文

カ
タ
カ
ナ
文

詩

一
等

句
読

講
義

輪
講

 

半
年後

期

後
漢
書

古
事
記

左 

伝

万
葉
集

大
日
本
史

歌記
事
漢
文

詩

日課及試検表

午 

前

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

九
時
ヨ
リ

十
一
時
ニ
至
ル
歌
点
作
文
点
削

句
読
習
字
歌
点
作
文
点
作

句
読
習
字
歌
点
作
文
点
作

句
読
習
字
別
科
生質

問
歌
点
作
文
点
作

句
読
習
字
本
科
生歌

会

午 

前

十
一
時
ヨ
リ

十
二
時
ニ
至
ル

質 

問

質 

問

本
科
生輪

講
別
科
生輪

講

質 

問

本
科
生歌

会

午 

後

 

一
時
ヨ
リ

二
時
ニ
至
ル
漢
書
講
義
和
書
講
義
本
科
生輪

講

漢
書
講
義
和
書
講
義

二
時
ヨ
リ

四
時
ニ
至
ル

裁 

縫

弾 

琴

本
科
生浄

書

裁 

縫

弾 

琴

 
 
 

六
月 

十
二
月 

試
検

 
 
 

毎
日
曜
日 

 
 

休
業

表 1 桃夭学校学科課程表（1882 年）

表 2 桃夭学校日課・試検表
（1882 年）

（実践女子学園 100 年史編纂委員会、2001：16-17）

（実践女子学園 100 年史編纂委員会、2001：17）

■
付
録
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表 3 教則改正後の学習院女子部の女子実学後期科程表（1881 年）

（女子学習院 1935：201-202）

學
科

第
八
年

第
九
年

第
十
年

毎
週

時
數

五 

級

毎
週

時
數

四 

級

毎
週

時
數

三 

級

毎
週

時
數

二 

級

毎
週

時
數

一 

級

修
身

二

嘉 

言

善 

行

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

讀
方

五

讀 

書漢 

文

和 

文

五

同 

上

五

同 

上

四

同 

上

四

同 

上

作
文

二

他
ノ
科
ニ
於
テ

學
習
及
ヒ
平
日

聞
見
セ
シ
事
物

ヲ
題
ト
シ
稍
高

尚
ナ
ル
假
名
文

ヲ
作
ル
シ
ム

二

同 

上

三

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

習
字

一

小
楷
行
草

一

同 

上

一

同 

上

算
術

三

筆 

算雜 

題

三

同 

上

圖
書

二

水 

畫

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

生
理

四

生
理
學
大
意

博
物

五

植
物
學
ノ
大
意

五

動
物
學
ノ
大
意

物
理

五

物
理
學
大
意

化
學

五

化
學
大
意

教
育

三

教
育
上
父
母
ノ

務

三

兒
童
教
育
法
ノ

一
斑

和
歌

一

一

一

一

一

裁
縫

五

袴
羽
織
ノ
類

五

六

六

六

禮
法

一

一

一

一

一

唱
歌

二

二

二

二

二

家
政

二

割
烹 

理
髮 

出

納 

洗
濯 

什
具

住
居
等

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

二

同 

上

通
計

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇
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表 4 改正後の桃夭学校学科課程（1883 年）

（実践女子学園 100 年史編纂委員会、2001：22-23）

学
期

学
科

第
一
年

第
二
年

第
三
年

第
四
年

一
業

週
時

授
間

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

修
身

九

嘉
言

善
行

嘉
言

善
行

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

和
漢
文

一
〇

読
方

和
文
漢
文

作
文

日
用
文
歌

読
方

和
文
漢
文

作
文

日
用
文

読
方

和
文
漢
文

作
文

日
用
文
歌

読
方

和
文
漢
文

作
文

和
文 

歌

読
方

和
文
漢
文

作
文

和
文 

歌

前
期
ノ
続

読
方

和
文
漢
文

作
文

歌詩

読
方

和
文
漢
文

作
文

漢
文
詩
歌

習
字

三

仮
名

楷
書

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

行
書

前
期
ノ
続

草
書

前
期
ノ
続

算
術

三

分
数

小
数

単
比
例

単
比
例

合
率
比
例

連
鎖
比
例

按
分
連

折
比
例

和
較
比
例

級
数

開
平

開
立

開
立

求
積

前
期
ノ
続

歴
史

四

日
本
歴
史

前
期
ノ
続

支
那
歴
史

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

裁
縫

四

襦
袢

単
物
ノ
類

袷
綿
入
ノ

類

前
期
ノ
続

羽
織

袴
帯
ノ
類

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続

前
期
ノ
続
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表 5 華族女学校開校当初毎週授業時間表（1885 年）

（女子学習院 1935：219-220）

等

科

下
等
小
學
科

上
等
小
學
科

初
等
中
學
科

高
等
中
學
科

學

年

第
一
年

第
二
年

第
三
年

第
四
年

第
五
年

第
六
年

第
一
年

第
二
年

第
三
年

第
四
年

第
五
年

第
六
年

學 

級

學 

課

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

修

身

三

三

三

二

二

二

二

二

二

二

二

二

讀

書

五

五

五

五

五

五

和
文
學

二

二

二

四

四

四

漢
文
學

三

三

三

歐
語
學

三

三

三

四

四

四

算

術

四

四

四

四

三

三

三

三

三

代

數

二

二

幾

何

二

地

理

二

二

二

二

二

本
邦
歴
史

二

三

歴

史

三

三

三

實

物

五

五

五

物

理

三

三

化

學

三

博

物

三

二

礦

物

二

生

理

三

動

物

三

植

物

三

教

育

三

三

家

政

二

二

二

裁

縫

一

一

一

二

二

二

三

三

三

二

二

二

禮

式

一

一

一

一

一

一

一

一

二

習

字

五

五

五

三

三

三

二

二

二

圖

畫

一

一

一

二

二

二

二

二

二

一

一

一

音

樂

一

一

一

二

二

二

二

二

二

二

二

二

體

操

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

通

計

二
八

二
八

二
八

二
八

二
八

二
八

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇
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表 6 学習院女子部科目及び授業時数表（1882 年）

（女子学習院 1935：203-204）

科年級

 

課 

目

女
子
下
等
學
科

女
子
中
等
學
科

女
子
上
等
學
科

第
一
年

第
二
年

第
三
年

第
四
年

第
五
年

第
六
年

第
七
年

第
八
年

第
九
年

六
級
五
級
四
級
三
級
二
級
一
級

六
級
五
級
四
級
三
級
二
級
一
級

六
級
五
級
四
級
三
級
二
級
一
級

修

身

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

讀

書

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

五

五

五

五

五

五

作

文

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

習

字

五

五

五

五

四

四

三

三

三

三

三

三

一

一

一

一

一

一

算

術

五

五

五

五

五

五

五

五

五

四

四

四

四

四

四

四

四

四

地

理

三

三

三

歴

史

二

二

二

二

二

二

二

實

物

七

七

七

七

七

七

博

物

二

二

二

物

理

三

三

三

化

學

二

二

二

生

理

二

三

家

政

二

二

二

二

四

四

裁

縫

一

一

二

二

二

三

三

三

三

三

三

三

三

三

育

兒

三

三

禮

法

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

二

二

二

音

樂

二

二

二

二

二

二

圖

書

二

二

二

二

二

二

一

一

一

一

一

一

唱

歌

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

體

操

通

計
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八
二
八

（
か
く
・
け
ん
き
／
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）


