
は

じ

め

に

明
治
五
年

｢

学
制｣

は
、
近
代
日
本
最
初
の
教
育
法
令
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
基
礎
的
情
報
の
記
述
が
、
日
本
教
育
史
関
係

の
研
究
書
、
概
説
書
、
年
表
、
資
料
集
な
ど
で
一
定
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
法
令
上
の
種
別
が

｢

太
政
官
布
告｣

だ
っ
た
り

｢

文

部
省
布
達｣

で
あ
っ
た
り
し
、
ま
た
制
定
日
に
つ
い
て
は
、
明
治
五
年
八
月
二
日
説
、
八
月
三
日
説
、
そ
し
て
前
文

(

布
告
書)

は
八
月
二
日
、
条
文
は
八
月
三
日
と
す
る
分
割
説
が
併
存
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
驚
い
て

｢

学
制｣

研
究
を
始
め
た
が
、

そ
の
結
果
、｢

学
制｣

は
前
文

(

布
告
書)

・
条
文
と
も
に
八
月
二
日
の
太
政
官
第
二
一
四
号
で
あ
る
と
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ

る
と
考
え
る
に
至
っ
た

(

�)

。
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こ
れ
に
対
し
、｢

学
制｣

の
布
告
書
は
明
治
五
年
八
月
二
日
の
太
政
官
第
二
一
四
号
で
あ
る
が
、
そ
の
条
文
は
八
月
三
日
の
文

部
省
第
一
四
号
に
よ
る
と
の
立
場
か
ら
、
湯
川
嘉
津
美
氏
が
拙
論
に
対
し
反
論
を
試
み
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
け
れ
ど
も
湯
川
氏
の
説
に

は
、
そ
れ
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
や
一
貫
し
な
い
こ
と
、
ま
た
矛
盾
や
史
料
の
誤
読
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
が
含
ま
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、｢

学
制｣

の
法
令
上
の
種
別
を
中
心
に

(

制
定
日
な
ど
は
種
別
に
連
動
し
て
確
定
す
る)

、
湯

川
氏
が
引
用
紹
介
さ
れ
た
史
料
の
読
み
直
し
も
行
な
い
つ
つ
、
以
下
順
次
、
湯
川
説
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。

な
お
太
政
官
第
二
一
四
号
の
原
本
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
う
い
う
見
解
の
相
違
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る

よ
う
に
、
綴
じ
ら
れ
て
い
て
当
然
の
史
料
の
な
か
に
存
在
せ
ず
、
現
在
も
な
お
未
発
見
の
ま
ま
で
あ
る
。

一

｢

学
制｣
の
法
令
番
号
に
つ
い
て

湯
川
説
の
よ
う
に

｢

学
制｣

の
条
文
が
文
部
省
に
よ
る
法
令
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
ま
ず
疑
問
と
な
る
こ
と
は
、
全
国
を
対
象

と
す
る
制
度
で
あ
る

｢

学
制｣

を
発
令
す
る
権
限
が
果
た
し
て
文
部
省
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節

で
詳
し
く
検
討
す
る
の
で
、
次
の
疑
問
点
と
な
る
法
令
番
号
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。

湯
川
氏｢

反
論｣

で
の
考
え
は
、｢

学
制
は
明
治
五
年『
文
部
省
第
一
四
号』

で
発
布
さ
れ
た｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。｢

発
布｣

と
い
う
言
葉
は
通
常

｢

ひ
ろ
く
一
般
に
公
布
す
る｣

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、
当
時
は
未
だ

｢

公
布｣

の
概
念
や
制
度
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は

｢

発
令｣

な
い
し

｢

布
告｣

の
こ
と
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。
そ
れ
で
も
こ
の
表
現
で
は
、｢

学
制｣

は
文
部
省
第
一
四
号
そ
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
文
部
省
第
一
四
号
で

｢

発
布｣

さ
れ
た
別
の
法
令
な
の
か
、
そ
の
点
が
明
確

で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
文
部
省
第
一
四
号
と
は
、｢

今
般
学
制
御
確
定
相
成
候
ニ
付
御
布
告
書
並
学
制
章
程
共
別
冊
相
渡
候
間
自
今
右
目
的
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相
立
処
分
可
伺
出
候
也

(

以
下
略)｣

と
、｢

御
確
定｣

さ
れ
た

｢

学
制｣

の
別
冊
の

｢

相
渡｣

と
実
施
計
画
の
伺
出
を
命
じ
る
布

達
な
の
で
、
文
部
省
第
一
四
号
が

｢

学
制｣

そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
無
理
に
考
え
た
と
す
る
と
、

文
部
省
第
一
四
号

(

頒
布
さ
れ
た
別
冊)

の
中
に

｢

第
二
一
四
号

[

前
文]｣

お
よ
び

｢

第
一
三
号｣

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の

説
明
が
つ
か
な
い
。
し
か
も

｢

第
一
三
号｣

の
内
容
は
、
文
部
省
第
一
四
号
と
同
日

(

八
月
三
日)

に

｢

文
部
省
第
一
三
号｣

と

し
て
発
令
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、｢
学
制｣

は
文
部
省
第
一
四
号
で

｢

発
布｣

さ
れ
た
別
法
令
だ
と
す
る
主
張
の
ほ
う
が
、
ま
だ
合
理
的
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
法
令
番
号
は
ど
う
な
る
の
か
。
明
治
五
年
に
文
部
省
が
発
令
し
た
法
令

(

布
達)

は
第
四
六
号
ま
で
あ
り
、
そ
の
他

に
番
外
が
一
九
件
、
無
号
等
が
七
件
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
中
に

｢

学
制｣

に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
の
で
、
隠
れ
た
無
号
法

令
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
さ
ら
に
以
下
の
二
つ
の
理
由
も
あ
る
。

一

別
冊
で

｢

第
二
一
四
号｣
｢

第
一
三
号｣
に
続
く

｢

学
制｣

条
文
に
は
、
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
湯
川
氏

｢

反
論｣

も
紹
介
す
る
よ
う
に
、
明
治
五
年
一
月
八
日
、
正
院
は
各
省
が

｢

布
告｣

す
る
法
令
で
あ
っ
て
も
右
肩
に
番
号
を
朱
書
す
る

よ
う
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

二

先
行
法
令
が
訂
正
さ
れ
る
場
合
に
は
、
何
年
の
何
番
の
法
令
で
あ
る
か
指
示
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
例
え
ば
明
治
六

年
五
月
七
日
文
部
省
第
六
四
号
の
冒
頭
は

｢

当
年
第
五
十
八
号
布
令
中
小
学
教
科
書
物
理
学
ノ
部

(

以
下
略)｣

と
な
っ
て

い
る
。

｢

学
制｣

は
、
頒
布
直
後
に
二
回

｢

誤
謬｣

訂
正
さ
れ
、
そ
の
後
も
何
度
も
訂
正
改
訂
が
重
ね
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
番
号
の
指
示
は
な
い
。
例
え
ば
明
治
五
年
八
月
第
二
二
号
の
最
初
の

｢

誤
謬｣

訂
正
で
は
、
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｢

兼
而
御
頒
布
相
成
候
学
制
中
誤
謬
之
条
々｣

と
な
っ
て
い
る
し
、
九
月
二
日
第
二
四
号
で
も

｢

学
制
中
誤
謬
ヲ
訂
正
ス
ル

モ
ノ
如
左｣

と
な
っ
て
い
る
。
頒
布
直
後
だ
け
で
な
く
、
明
治
八
年
一
月
一
七
日
文
部
省
達
第
一
号
の
冒
頭
で
も

｢

学
制
中

掲
示
有
之
候
年
報
諸
表
式
之
儀｣

と
無
号
で
あ
り
、｢

学
制｣

廃
止
に
至
る
ま
で
同
様
で
あ
る
。

当
時
の
太
政
官
法
令
に
も
無
号
が
あ
る
が

(

明
治
五
年
八
月
三
日
太
政
官

｢

司
法
職
務
定
制｣

な
ど)

、
そ
れ
は
臨
時
的
性
格

の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
番
外
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は

｢

番
外｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
全
国
の
教
育
制
度
を
規
定
す
る
重
要
法
令
が
無
号
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
部
省
が

別
冊
で
頒
布
し
た

｢

学
制｣
は
無
号
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
一
二
年
の

｢

教
育
令｣

つ
ま
り
太
政
官
布
告
第
四
〇
号
は

｢

明

治
五
年
八
月
第
弐
百
拾
四
号
ヲ
以
テ
布
告
候
学
制
相
廃
シ｣

と
述
べ
、｢

学
制｣

は
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。

湯
川
氏

｢

反
論｣

は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

明
治
一
〇
年
の

｢

公
文
類
別
規
則｣

に
基
づ
い
て
、
元
老
院
審
議
に
か
け
る
必
要
の
あ
る
最
重
要
の

｢

法
律｣

と
し
て

｢

教
育
令｣

を
公
布
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の

｢
学
制｣

も

｢

遡
及
的
に
規
定
す
る
必
要
が
生
じ｣

た
。
そ
こ
で
文
部
省

は

｢

太
政
官
が
第
二
一
四
号
を
以
て

『

公
布』

し
た
で
あ
ろ
う
学
制
と
い
う
、
遡
及
的
な
理
解
を
組
み
立
て｣

そ
し
て
教
育

令
布
告
案

(

明
治
一
一
年)

を
作
成
し
た

と
い
う
こ
と
は
、｢

学
制｣

を
無
号
法
令
と
し
て
扱
っ
て
き
た
文
部
省
が
必
要
性
を
認
め
て
、
自
ら

｢

第
弐
百
拾
四
号
ヲ
以
テ
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公
布
候
学
制｣

と
い
う
原
案
を
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
湯
川
氏
は
、
太
政
官
第
四
〇
号
に

｢

第
弐
百
拾
四
号

ヲ
以
テ
布
告
候｣

と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て

｢

学
制
が
太
政
官
第
二
一
四
号
で
あ
っ
た
と
遡
及
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
太
政
官
第
四
〇
号
の
記
述
は

｢

明
治
五
年
当
時
の
学
制
公
布
の
あ
り
方｣

を

｢

再
現｣

す
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

｢

再
現｣
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
実
は

｢

再
現｣

で
は
な
く
、
当
時
か
ら

｢

学
制｣

は
次
節
で
み
る
よ
う
に
太
政
官
第
二
一
四
号
と
し
て

『

布
告
全
書』

に
記
録
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。『

布
告
全
書』

や
太
政
官
第
四
〇
号
の
記
述
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も

｢

学
制｣

は

｢

文
部
省
第
一
四
号
で

『

発
布』

さ
れ
た｣

と

解
釈
す
べ
き
な
の
か
、
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。

二

『

布
告
全
書』
の
記
述
は
不
正
確
な
の
か

｢

学
制｣

が
太
政
官
第
二
一
四
号
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
決
し
て
明
治
一
二
年

｢

教
育
令｣

の
準
備
時
期
に
な
っ
て
か
ら

で
は
な
い
。『

布
告
全
書』

明
治
五
年
第
八
冊
の
八
月
二
日
の
条
に
は
、
す
で
に
第
二
一
四
号
と
し
て
、
前
文

(

布
告
書)

お
よ

び
文
部
省
第
一
三
号
に
当
た
る
布
達
文
と
と
も
に

｢
学
制｣

条
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
湯
川
氏

｢

反
論｣

に
よ
る
と
、『

布
告
全
書』
は
後
の

『

官
報』

の
よ
う
に

｢

法
令
公
布
を
目
的｣

と
す
る
も
の
で
は

な
く

｢

行
政
事
務
に
資
す
る
法
令
集｣

で
あ
り
、｢

法
令
の
表
記
や
形
式
を
正
確
に
再
現
し
て

[

い
な
い]｣

の
で
、
そ
こ
に
掲
載

さ
れ
た
法
令
を

｢

正
本｣

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

も
し
そ
う
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ

｢

行
政
事
務
に
資
す
る
法
令
集｣
は

｢

正
確｣

で
な
い
と
一
般
化
で
き
る
の
か
、
ま
た

｢

正
確｣

で
な
い
こ
と
を
示
す
事
例
が
種
々
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
説
明
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。｢

行
政
実
務
に
資
す
る
法
令
集｣
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だ
と
し
て
も
、
否
、
だ
か
ら
こ
そ
、
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
っ
て
は
困
る
は
ず
で
あ
っ
て
、『

布
告
全
書』

は

『

官
報』

が
創
刊

さ
れ
る
明
治
一
六
年
七
月
ま
で
の
重
要
な
公
的
法
令
集
で
あ
っ
た
。

ま
た
湯
川
氏
が
言
う
法
令
の

｢

正
本｣

の
定
義
が
必
要
で
あ
る
が
、
実
際
に
発
令
さ
れ
た

｢

学
制｣

の
原
本
は
未
発
見
な
の
で
、

こ
こ
で
は
論
拠
史
料
と
す
べ
き
文
書
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
原
本
が
な
い
以
上
、
発
令
後
に
刊
行
さ
れ
た
太
政
官
正
院

外
史
局
編
纂
の
法
令
集
、
つ
ま
り

『

布
告
全
書』

に
収
録
さ
れ
た
も
の
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『

布
告
全
書』
の
記
述
は｢

正
本｣

に
で
き
な
い
と
す
る
湯
川
氏｢

反
論｣

は
、
他
方
で
は
明
治
四
年
八
月｢

正
院
処
務
順
序｣

を
引
用
し
て
、『

布
告
全
書』

編
集
元
で
あ
る
外
史
局
の
重
要
な
職
掌
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て

｢

何
か
重
要
な
理
由｣

が
あ
っ
て

｢

太
政
官
外
史
局
自
身
が
元
記
録
は
公
的
記
録
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
改
訂
し
た｣

場
合
に
は
、｢

法
令
史

料
と
し
て
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
か｣

と
の
主
張
に
対
し
て
は

(

�)

、
そ
う
い
う
判
断
を
す
る

｢

権
限
は
外
史
に
は
な
い

(

手

を
加
え
た
場
合
、
正
院
の
意
思
決
定
を
外
史
の
末
端
官
吏
が
覆
す
こ
と
に
な
る)｣

(

カ
ッ
コ
内
湯
川
氏)

と
反
論
し
て
い
る
。
ま
っ

た
く
そ
の
通
り
で
、｢

外
史
局
自
身｣

で
は
な
く

｢

外
史
の
末
端
官
吏｣

が
元
記
録
に
勝
手
に

｢

手
を
加
え
る｣

こ
と
な
ど
許
さ

れ
な
い
。

し
か
し
な
ぜ

｢

外
史
の
末
端
官
吏｣

と
い
う
言
葉
が
唐
突
に
出
て
く
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
明
治
四
年
〜
六
年
当
時
の
外
史

局
ト
ッ
プ
の

｢

大
外
史｣

は
加
藤
弘
之
や
中
村
弘
毅
、
箕
作
麟
�
な
ど
で
あ
っ
た
が

(

�)

、
そ
れ
は
四
等
官

(

奏
任
官
の
最
上
位)

の

職
で
あ
っ
た

(

�)

。
彼
ら
外
史
局
の
職
務
に
は
、
湯
川
氏
が
言
う

｢
正
院
の
意
思
決
定｣

を
公
式
記
録
に
残
す
と
い
う
重
要
な
こ
と
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
外
史
局
が
編
纂
し
た

『

布
告
全
書』

に
は
既
述
の
よ
う
に
、
明
治
五
年
八
月
二
日
の
日
付
で

｢

学
制｣

(

前
文
、
文
部
省

第
一
三
号
の
内
容
に
当
た
る
布
達
文
、
条
文)

が

｢

第
二
一
四
号｣

と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
布
達
文
お
よ
び
条
文
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の
末
尾
に
は
文
部
省
名
が
あ
る
が
、
起
案
し
た
省
・
局
名
が
入
っ
た
太
政
官
布
告
は
珍
し
く
な
い
。

そ
の

『

布
告
全
書』

で
の

｢

学
制｣

前
文

(

布
告
書)

の
表
記
は
、
文
部
省
頒
布
別
冊
に
お
け
る
漢
字
平
が
な
書
き
・
ル
ビ
平

が
な
の
両
文
体
と
は
違
っ
て
、
漢
字
片
カ
ナ
書
き

(

ル
ビ
な
し)

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、『

布
告
全
書』

は

｢

正
確｣

で
な

く

｢

学
制｣
の

｢

正
本｣

は
文
部
省
頒
布
別
冊
で
あ
る
と
す
る
湯
川
説
に
お
い
て
は
、『

布
告
全
書』

の
前
文

(

布
告
書)

は
書

き
変
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
出
て
く
る
。

湯
川
氏｢

論
文｣
の
主
張
で
は
、『

布
告
全
書』

で
の
漢
字
片
カ
ナ
書
き
は
外
史
記
録
局｢

編
纂
課
処
務
ノ
目
的
草
案｣

に
よ
っ

て

｢

記
録
書
体
の
統
一
が
図
ら
れ
た｣

結
果
で
あ
る
と
い
う
。
同
氏

｢

反
論｣

で
は
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
さ
れ
て
、｢

草
案
と
は
い
え
、

こ
の
方
針
で
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い｣

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の

｢

書
き
変
え｣

説
は
果
た
し
て
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。

問
題
の

｢

草
案｣

の
作
成
時
期
を
、
湯
川
氏
は

｢

明
治
五
年
三
月
前
後｣

と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
木
版

『

布
告
全
書』

は

明
治
四
年
の
第
一
冊
か
ら
す
べ
て
漢
字
・
片
カ
ナ
表
記
で
あ
る
の
で
、
事
実
と
整
合
し
な
い
。
ま
た

｢

草
案｣

が

｢

記
録
ノ
書
体

同
一
ナ
ル
ヲ
要
ス｣

と
し
て
実
際
に
求
め
て
い
る
の
は
、｢

各
行
字
数
ヲ
同
ク
シ
汗
漫
草
略｣

を
禁
ず
と
か

｢

字
句
訛
誤
逸
脱
ヲ

戒
ム
故
ニ
校
正
ヲ
鎮
密
シ
編
次
ノ
順
序
ヲ
誤
ル
ヘ
カ
ラ
ス｣

な
ど
、
要
す
る
に
正
確
で
簡
潔
な
記
録
を
残
す
と
い
う
当
然
の
こ
と

で
し
か
な
く
、｢

平
が
な
使
用
は
禁
止｣

と
い
っ
た
項
目
は
存
在
し
な
い
。

慶
応
四
年
三
月
一
五
日
の
最
初
の
高
札

(

五
倫
道
徳
遵
守
な
ど
を
含
む
五
榜
の
掲
示)

な
ど
、
明
治
新
政
府
が
重
要
事
項
を
周

知
徹
底
す
る
た
め
に
掲
げ
た
高
札
は
、
漢
字
平
が
な
書
き
で
あ
る
。
し
か
し
太
政
官
は
政
府
の
公
式
記
録
と
し
て
は
、
漢
字
片
カ

ナ
文
を
採
用
し
た
の
で
あ
る

(『

官
報』

も
こ
れ
を
引
き
継
い
だ)

。

｢

学
制｣

の
趣
旨
を
広
く
一
般
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
工
夫
を
凝
ら
し
た
文
部
省
頒
布
版
の
両
文
体
の
前
文

(

布
告
書)

は
、
そ
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れ
と
し
て
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
公
式
記
録
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

三

文
部
省
に

｢

学
制｣

発
令
の
権
限
が
あ
っ
た
か

湯
川
氏

｢
反
論｣

に
よ
る
と
、
文
部
省
は
明
治
一
二
年
の

｢

教
育
令｣

を
準
備
す
る
に
際
し
て
、
明
治
五
年
文
部
省
第
一
四
号

で

｢

発
布｣
し
た

｢

学
制｣

を

｢

遡
及
的
に
規
定
す
る
必
要｣

を
感
じ
、
そ
し
て

｢

太
政
官
第
二
一
四
号
を
以
て

『

公
布』

し
た

で
あ
ろ
う
学
制｣
と
い
う｢

遡
及
的
な
理
解
を
組
み
立
て｣

て
原
案
を
作
成
し
た
と
い
う(

既
述)

。
な
ぜ
そ
う
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
か
。
湯
川
氏
の
説
明
で
は
、｢

教
育
令｣

を
最
高
法
令
の

｢

法
律｣

と
し
て
公
布
す
る
た
め
、
そ
の
前
身
で
あ
る

｢

学
制｣

も

｢

法
律｣

扱
い
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
最
初
か
ら
最
高
位
の
法
令
、
つ
ま
り
太
政
官
布
告
と
し
て
扱
っ
て
い
た
な
ら

ば
、｢

法
律｣

扱
い
し
直
す
必
要
な
ど
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、｢

学
制｣

発
令
の
主
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
明
治
四
年
七
月
二
九
日
の
太
政
官
第

三
八
六
号

｢

正
院
事
務
章
程｣

は
、｢

凡
全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
條
例
ニ
係
ル
事
件
及
ヒ
勅
旨
特
例
等
ノ
事
件
ハ
太
政
官
ヨ

リ
之
ヲ
発
令
ス｣

と
定
め
て
い
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
湯
川
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
も
し
文
部
省
が｢

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度｣

で
あ
る

｢

学
制｣

を

｢

発
布｣

(

発
令)

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
湯
川
氏

｢

反
論｣

に
よ
れ
ば
、
こ
の

｢

正
院
事
務
章
程｣

は

｢

一
見
す
る
と
太
政
官
に
全
国
一
般
に
関
す
る
法
令
の
発
令
権
が
集
中
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い｣

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
と
し
て
、
同
年
同
日
の
太
政
官
第
三
八
七
号
が
引
用
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
太
政
官
第
三
八
七
号
の
ど
こ
に
も
、｢

全
国
一
般
に
関
す
る
法
令
の
発
令
権｣

が
実
際
に
は
〈
太
政
官
に
集
中
し
て
い

な
い
〉
こ
と
を
示
す
語
句
な
ど
存
在
し
な
い
。
第
三
八
七
号
で
は
、｢

卿
ハ
専
ラ
其
部
事
ヲ
総
判
ス
ル
全
権
ヲ
有
ス
、
敢
テ
他
部
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ノ
権
ヲ
干
犯
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス｣

と
、
文
部
卿
な
ど
に
は
そ
の
省
内
の
事
務
に
関
す
る

｢

全
権｣

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

分
か
る
。

ま
た
同
氏

｢

論
文｣

に
よ
れ
ば
、｢

重
要
な
法
規｣

を
太
政
官
が
布
告
す
る
体
制
が
整
っ
た
の
は
明
治
六
年
五
月
二
日

｢

太
政

官
制
潤
飾｣
以
降
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は

｢

各
省
か
ら
布
告
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た｣

と
い
う
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
以
前
の

｢
布
告｣

に
つ
い
て
湯
川
氏

｢

反
論｣

で
は
、
そ
れ
は

｢

一
般
に
知
ら
し
め
る｣

行
為
を
指
し
て
い
て

｢

太、
政、
官、

の、
み、
が、
発、
令、
権、
限、
を、
有、
す、
る、
法、
令、
の
種
別
と
し
て
の

『

布
告』

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い｣

と
解
説
さ
れ
て
い
る

(

傍
点
は
竹

中)

。
と
い
う
こ
と
は
、
各
省
も

｢

布
告｣

は
し
た
が

｢

重
要
な
法
規｣

と
し
て
の

｢

布
告｣

は
や
は
り
太
政
官
の
み
が

｢

発
令

権
限｣

を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、｢

重
要
な
法
規｣

を
太
政
官
が
布
告
す
る
体
制
が
整
っ
た
の
は
明

治
六
年
の

｢

太
政
官
制
潤
飾｣
以
降
で
あ
る
と
の

｢

論
文｣

で
の
主
張
と
矛
盾
し
て
く
る
。

一
方
、｢

学
制｣

は
文
部
省
の
発
令
だ
と
し
て
湯
川
氏
が
挙
げ
る
重
要
な
論
拠
に
、
田
中
不
二
麿
三
等
出
仕
の
正
院
宛
伺

(

明

治
六
年
五
月
五
日)

が
あ
る
。
同
年
五
月
二
日
改
定
の

｢

正
院
事
務
章
程｣

に
関
し
て
田
中
が
伺
っ
た
七
項
目
の
第
一
は
、｢

凡

ソ
帝
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
條
例
及
勅
旨
特
例
ノ
事
件
ハ
太
政
大
臣
ノ
名
ヲ
以
テ
本
院
ヨ
リ
之
ヲ
発
令
ス｣

と
い
う
事
項
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
明
治
四
年
七
月

｢
正
院
事
務
章
程｣

(

既
述)

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
発
令
主
体
が
よ

り
明
確
化
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
、
湯
川
氏

｢

論
文｣

が
紹
介
す
る
伺
を
全
文
そ
の
ま
ま

(

中
略
も
含
め)

引
用
す
る

(

た
だ
し
傍
線

お
よ
び
①
②
③
は
竹
中)

。

一

帝
国
一
般
ニ
布
令
ス
ル
制
度
条
例
云
々
之
事
件
ハ
太
政
大
臣
ノ
名
ヲ
以
本
院
ヨ
リ
之
ヲ
発
令
ス
ト
御
掲
載
相
成
候
所
、
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①
教
育
之
義
ニ
付
テ
ハ
是
迄
一
般
ニ
布
令
ス
ル
者
ト
雖
ト
モ
大
事
ハ
伺
ヲ
経
、
小
事
ハ
或
ハ
伺
或
ハ
開
申
、
当
省
ヨ
リ
発
令

取
計
候
モ
ノ
不
少
候
共
、
自
今
ハ
悉
ク
正
院
ヨ
リ
御
発
令
可
有
之
、
②
然
ル
上
ハ
学
制
中
文
字
之
改
刪
又
ハ
追
加
、
諸
学
校

生
徒
之
募
集
或
ハ
試
験
退
校
等
瑣
屑
ノ
布
令
ニ
至
ル
迄
悉
ク
正
院
ヨ
リ
御
発
令
可
相
成
候
哉

(
中
略)

一

③
第
二
款
諸
制
度
諸
法
律
及
諸
規
則
ヲ
草
案
シ
之
ヲ
議
決
ス
ル
事
ト
御
掲
載
ニ
候
所
、
是
迄
学
制
ハ
勿
論
諸
学
教
則
、

校
則
、
舎
則
、
生
徒
検
査
法
、
教
師
雇
入
規
則
、
条
約
文
等
考
テ
省
中
ニ
於
テ
草
案
ヲ
立
、
大
事
ハ
経
伺
、
小
事
ハ
確
定
之

上
開
申
仕
候
得
共
、
・
・
・
・
・
目
今
学
制
草
創
ノ
際
、
諸
制
度
、
諸
規
則
編
立
之
外
無
之
、
前
件
省
中
ニ
於
テ
草
案
ヲ
起

シ
候
義
モ
難
相
成
、
是
等
之
義
如
何
相
心
得
可
申
哉

湯
川
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伺
は

｢
従
前
之
通
可
相
心
得
事｣

と
の
指
令
を
受
け
て
い
る
の
で
、｢

そ
の
後
も｣

｢

教
育
事
務
に
関

す
る
文
部
省
の
専
管｣

が
認
め
ら
れ
た(｢
論
文｣)

と
か
、
こ
の
伺
か
ら｢

学
制
は
正
院
の
裁
可
を
経
て
、
文
部
省
が
発
令
し
た｣

と
い
う
田
中
不
二
麿
の
認
識
が
分
か
る
と
い
う

(｢
反
論｣)

。

し
か
し
こ
の
伺
文
の
一
体
ど
こ
か
ら
、｢

学
制
は
正
院
の
裁
可
を
経
て
、
文
部
省
が
発
令
し
た｣

と
い
う
田
中
の
認
識
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
て
傍
線
①
の
部
分
か
ら
推
測
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に

｢

学
制｣

の
文

字
こ
そ
な
い
が
、｢

一
般
ニ
布
令
ス
ル｣

｢

大
事｣

で
文
部
省
が

｢
発
令
取
計｣

し
た
も
の
と
は

｢

学
制｣

に
他
な
ら
な
い
と
。

と
こ
ろ
が
田
中
は
、｢

当
省
ヨ
リ
発
令
取
計
候
モ
ノ
不
少｣

と
言
っ
て
い
る
。｢

学
制｣

一
件
だ
け
な
ら

｢

不
少｣

と
は
言
わ
な

い
。
で
は
他
に
何
が
あ
る
の
か
。
考
え
ら
れ
る
第
一
は
、
文
部
省
が

｢
発
令
取
計｣

を
行
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
正
式
に
は
太
政
官

が
発
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
種
の
事
例
は
他
省
に
関
し
て
も
数
多
く
あ
る
。｢
取
計｣

の

｢

計｣

に
は

｢

調
べ
る｣

｢

見
積
も
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る｣
｢

計
画｣

と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
、｢

発
令
取
計｣

と
は

｢

発
令
準
備｣

の
こ
と
で
は
な
い
か
。
伺
文
後
半
が
、｢

学
制｣

な
ど
の

｢

草
案｣

は
省
中
で
立
て
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
照
応
し
て
い
る
。
し
か
も
傍
線
部
①
は
、
文
部
省
に
よ
る

｢

発

令
取
計｣

と
正
院
に
よ
る

｢

発
令｣

と
を
区
別
し
て
い
る
。
正
院
に
よ
る

｢

発
令｣

の
こ
と
を

｢

発
令
取
計｣

と
は
言
わ
な
い
。

と
こ
ろ
が
文
部
省
が

｢

発
令
取
計｣

し
た

｢

学
制｣

級
の
太
政
官
布
告
な
ど
、
他
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
第

二
は
、
文
部
省
が

｢

発
令
取
計｣

し

｢

発
令｣

も
し
た
法
令

(

の
ち
の
文
部
省
布
達)

の
こ
と
で
あ
る
。
実
は
文
部
省
の
法
令
で

あ
っ
て
も
、
全
国
を
対
象
に
し

｢

一
般
ニ
布
令
ス
ル｣

も
の
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
専
門
学
校
志
願
願
書

(

明
治
五
年
文
部
省
第

一
号)

｢

専
門
学
校
ヲ
閉
ツ｣

(

同
年
第
三
号)

、
そ
し
て
各
種
教
則
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
湯
川
氏

｢

反
論｣
は
、｢[

竹
中
氏
は]

学
制
の
発
令
主
体
は
太
政
官
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
田
中
の
伺
の
内

容
と
も
正
院
の
指
令
と
も
整
合
せ
ず
、
史
料
を
読
み
違
え
て
い
る｣

と
批
判
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
の

｢

田
中
の
伺
の
内

容｣

と

｢

正
院
の
指
令｣

に
つ
い
て
も
う
一
度
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伺
文
は
ま
ず
、〈
帝
国
全
体
に
布
令
す
る
制
度
条
例
な
ど
の
発
令
を
今
後
す
べ
て
正
院
で
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
、｢

然
ル
上
ハ｣

こ
れ
ま
で
文
部
省
が
し
て
き
た

｢

学
制｣

の
文
字
の
修
正
・
追
加
、
諸
学
校
生
徒
募
集
な
ど

｢

瑣
屑｣

な
こ
と
ま
で
す
べ
て
正
院

か
ら
発
令
す
る
の
か
〉
と
尋
ね
て
い
る

(

傍
線
②)
。
確
か
に

｢

学
制｣

の
修
正
や
生
徒
募
集
の
こ
と
な
ど
も
、｢

帝
国
全
体
に
布

令
す
る｣

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
湯
川
氏
が
引
用
し
た

｢
従
前
之
通
可
相
心
得
事｣

と
い
う
正
院
の
指
令
は
、
実
は
こ
の
傍
線
②

の
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。｢

学
制｣

の
修
正
や
生
徒
募
集
な
ど

｢

瑣
屑
ノ
布
令｣

は
従
来
通
り
文
部
省
で
と
言
う
に
す
ぎ

ず
、
文
部
省
の
全
面
的
な

｢

専
管｣

が
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い

(

�)
。

し
か
も
指
令
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。｢

帝
国
一
般
ニ
布
令
ス
ル
制
度
条
例
是
迄
太
政
官
ト
署
シ
候
処
今
般
太
政
大

臣
ノ
名
ニ
相
改
候
儀
ニ
テ
其
省
権
内
ノ
事
務
ニ
差
響
候
筋
ニ
無
之
条
都
テ
従
前
之
通
可
相
心
得
事｣

(

図
１)

。
冒
頭
で
、
こ
れ
ま
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図１ 正院指令文 (朱書) の一部 (明治６年５月13日付)
(｢公文録｣ 明治６年５月・文部省伺一)



で

｢

帝
国
一
般
ニ
布
令
ス
ル
制
度
条
例｣

は
太
政
官
名
で
布
令
し
て
き
た
と
、
わ
ざ
わ
ざ
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
文
部
省

が
｢

従
前
之
通
可
相
心
得
事｣

と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の

｢

権
内
ノ
事
務｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

学
制
の
発
令

主
体
は
太
政
官
で
あ
る｣

と
す
る
私
の
主
張
が

｢

田
中
の
伺
の
内
容｣

お
よ
び

｢

正
院
の
指
令｣

と

｢

整
合｣

し
な
い
な
ど
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
逆
に
よ
く
整
合
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

湯
川
氏
は
ま
た
、
こ
の
指
令
に
よ
っ
て
正
院
は

｢

教
育
事
務
に
関
す
る
文
部
省
の
専
管｣

を

｢

そ
の
後
も｣

認
め
た
と
主
張
し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
明
治
四
年
七
月
の

｢

正
院
事
務
章
程｣

は
す
で
に
、｢

卿
ハ
専
ラ
其
部
事
ヲ
総
判
ス
ル
全
権
ヲ
有
ス
、
敢
テ

他
部
ノ
権
ヲ
干
犯
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス｣

(

既
出)

と
定
め
て
い
る
の
で
、
こ
の
指
令
に
よ
っ
て
初
め
て
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
文
部
省
が

｢

権
内
ノ
事
務｣

の

｢

専
管｣

を
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

傍
線
③
の
部
分
は
、
新

｢

正
院
事
務
章
程｣

が

｢

本
院
中
専
掌
ス
ル
事
務
ノ
條
款
左
ノ
如
シ｣

と
定
め
る
う
ち
の
第
二
款
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
田
中
は
〈
こ
れ
ま
で

｢

学
制｣

な
ど
の

｢

草
案｣

を
作
成
し
て
き
た
が
、
現
在
は

｢

学
制｣

創
始
の
時
期
で

各
種

｢

草
案｣

を
起
こ
す
余
裕
な
ど
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
〉
と
、
い
か
に
も
二
七
歳
の
新
任
責
任
者
ら
し
く
尋
ね
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
正
院
が

｢

草
案
創
議
等
開
申
之
義
ハ
不
苦
事｣

と
答
え
て
い
る
の
は
当
然
で
、
も
と
も
と
文
部
省
で
は
な
く

正
院
が

｢

専
掌
ス
ル
事
務｣

の
話
だ
か
ら
で
あ
る

(

�)
。
な
お
田
中
は
、
岩
倉
使
節
団
随
行
か
ら
三
月
二
七
日
に
途
中
帰
国
し
た
ば
か

り
で
あ
っ
た
。

以
上
を
要
す
る
に
、｢

学
制｣

発
令
の
権
限
は
文
部
省
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

正
院
は
文
部
省
に
よ
る

｢

学
制｣

公
布
を
認
め
た
の
か

制
定
さ
れ
た
法
令
は
外
史
局
編
纂
法
令
集

『

布
告
全
書』

に
拠
る
べ
き
だ
と
の
立
場
で
は
、｢

学
制｣

は
明
治
五
年
八
月
二
日
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の
太
政
官
第
二
一
四
号
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
に
文
部
省
が
頒
布
し
た
別
冊
は
、
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
文
部
省
版

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
湯
川
氏

｢

反
論｣

に
よ
れ
ば
、｢

そ
う
し
た
事
実｣

は
史
料
上
認
め
ら
れ
ず
、｢

正
院
は
文
部
省
に

よ
る
学
制
の
発
布
と

『

学
制』

の
頒
布
を
裁
可
し
て
お
り
、
竹
中
氏
の
主
張
は
史
料
的
な
裏
付
け
を
欠
い
た
推
測
に
す
ぎ
な
い｣

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
湯
川
氏
が
そ
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
二
種
類
の
史
料
の
内
容
を
確
認
す
る
。

な
お

｢

裁
可｣
と
は
天
皇
に
関
し
て
使
わ
れ
る
用
語
な
の
で
、
こ
こ
で
は
適
切
で
な
い
。
当
時
の
正
院
は

｢

決
裁｣

と
か

｢

裁

決｣

と
言
っ
て
い
た
。

(

一)
｢

文
部
省
学
制
原
案｣
正
院
指
令
文

湯
川
氏

｢

論
文｣

が
挙
げ
る
第
一
の
史
料
は
、
明
治
六
年
五
月
の
皇
城
炎
上
か
ら
免
れ
た

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

(

全
二
二
文

書
。
国
立
公
文
書
館
蔵)

の
最
初
の
文
書
、｢

明
治
五
年
六
月
二
四
日
付
の
正
院
の
裁
可
文｣

で
あ
る
。
こ
れ
に
は

｢

裁
可
印
も

押
さ
れ
て
い
る｣

の
で

｢

正
院
の
裁
可
を
経
た

『

学
制
原
案』｣

だ
と
考
え
ら
れ
る
と
湯
川
氏
は
い
う
。
ま
た
正
院
は
、
文
部
省

作
成
の

｢

漢
字
・
平
が
な
書
き
の
学
制
布
告
書
の
末
尾
に
地
方
官
に
よ
る
一
般
人
民
へ
の
説
諭
を
求
め
る
漢
字
・
片
か
な
書
き
の

一
文
を
加
え
て
裁
可｣

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が

｢
学
制
布
告
書
の
正
式
な
ス
タ
イ
ル｣

で
あ
る
と
も
い
う
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
こ
の
指
示
文
に
お
い
て
正
院
は
何
を

｢

裁
可｣

(
認
可)

し
て
い
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
指
示
文

(

図
２)

に
は
、

｢

書
面
之
趣
現
今
将
来
之
目
的
共
可
為
伺
之
通
候
経
費
之
面
は
財
政
之
大
計
相
立
候
上
可
及
決
裁
候
条
即
今
急
務
之
件
々
取
調
可

伺
出
事｣

と
あ
る

(

傍
線
部
は
書
き
加
え
お
よ
び
修
正
部
分)

。
し
た
が
っ
て

｢

可
為
伺
之
通｣

と
認
可
さ
れ
た
の
は
、
前
半
の

｢

現
今
将
来
之
目
的｣

に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
書
き
加
え
の
跡
を
み
る
と
、
正
院
は
当
初

｢

将
来
之
目
的｣

の
み
認
め
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図２ 明治５年６月24日の正院指令文
(｢文部省学制原案｣ から)



よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
こ
と
が

｢

学
制
に
た
い
す
る
正
院
の
消
極
的
な
態
度｣

を
よ
く
表
し
て
い
る

(

�)

。
こ
う
い
う
こ

と
が
読
み
取
れ
る
点
に
一
次
史
料
の
価
値
が
あ
り
、｢

公
文
録｣

(

壬
申
六
月
七
月
・
文
部
省
伺)

の

｢

学
制
発
行
ノ
儀
伺｣

(

全

一
三
文
書)

で
は
、
指
令
文
全
体
が
清
書

(

朱
書)

さ
れ
て
い
る
た
め
書
き
加
え
や
修
正
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

で
は
こ
の

｢

将
来
之
目
的｣

と
は
何
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。｢

学
制｣

前
文

(

布
告
書)

に
は
将
来
の
こ
と
な
ど
何
も
書
か
れ
て

い
な
い
が
、
同
じ

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

中
の

｢

学
制
発
行
ノ
儀
伺｣

に
は
、｢

一
般
人
民
ノ
文
明｣

を
実
現
す
る
こ
と
で
国
家

の

｢

富
強
安
康｣
を
達
す
る
と
い
う
趣
旨
の
将
来
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
許
可
さ
れ
た
目
的
、
と
り
わ
け

｢

現
今｣

の
目
的
の
実
現
に
は
当
然

｢

経
費｣

が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
つ

い
て
は
〈
財
政
計
画
が
立
て
ば
決
裁
す
る
の
で
急
務
の
件
々
を
す
ぐ
に
調
査
す
る
よ
う
に
〉
と
、
い
わ
ば
原
案
差
し
戻
し
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
文
書
が
、｢

文
部
省
学
制
原
案｣

の
全
体
を

｢

裁
可｣

し
て
い
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
。｢

学
制｣

前
文

(
布
告
書)

部
分
の
文
言
や
文
章
に
は
、
そ
の
後
か
な
り
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。

ま
た

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

で
の
文
体
は
確
か
に
漢
字
平
が
な
書
き
で
は
あ
る
が

｢

ル
ビ
無
し｣

で
あ
り
、
そ
れ
が
文
部
省
別
冊

で
は｢

ル
ビ
付
き｣

の
両
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て｢

文
部
省
学
制
原
案｣

で
の
前
文(

布
告
書)

が
正
院
の｢

裁
可｣

を
受
け
た

｢

正
式
な
ス
タ
イ
ル｣

だ
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
湯
川
説
で
は
、
文
部
省
頒
布
別
冊
が

｢

学
制｣

の

｢

正
本｣

で
は
な
か
っ
た
の
か
。

ま
た

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

条
文
の
第
三
章
に
は

｢

東
京
府

十
五
万
石｣

な
ど

｢

石
高｣

の
記
述
が
、
第
一
一
〇
章
以
下
に

は

｢

医
学
校
付
属
病
院｣

の
各
章
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
発
令
時
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る

(｢

原
案｣

は
全
一
二
一
章
、
発
令
時

は
全
一
〇
九
章)

。｢

文
部
省
学
制
原
案｣

は
あ
く
ま
で

｢

原
案｣

で
あ
り
、
そ
れ
を

｢

正
式
な｣

も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
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い
。と

こ
ろ
で
指
示
文
に
押
さ
れ
て
い
る

｢

裁｣

印
は
、
近
代
史
料
学
の
中
野
目
徹
氏
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の

｢

裁
可｣

を
得
た
こ
と

を
示
す
印
で
あ
る

(

�)

。〈
決
裁
〉
と
は
、
下
か
ら
上
げ
ら
れ
て
く
る
文
書
に
対
す
る
行
為
な
の
で
、
正
院
が
自
ら
の
指
示
文
に
〈
決

裁
〉
印
を
押
す
の
は
確
か
に
お
か
し
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
朱
で
修
正
さ
れ
日
付
も
朱
書
の
こ
の
正
院
指
示
文
に
よ
っ
て

(

朱

書
の
確
認
は
井
上
久
雄
氏
に
よ
る)

、｢

学
制｣

に
対
す
る
正
院
の
消
極
的
意
思
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

二)
｢

官
符
原
案｣
に
綴
ら
れ
た
文
部
省
伺

湯
川
氏
が

｢

反
論｣

で
挙
げ
て
い
る
第
二
の
史
料
は
、｢

官
符
原
案｣

に
綴
ら
れ

｢

正
院
の
裁
印
の
押
さ
れ
た
学
制
の
頒
布

(

公
布)

に
関
す
る
文
部
省
伺

(
文
部
省
八
行
罫
紙
使
用
、
原
本)｣

(

カ
ッ
コ
内
も
湯
川
氏)

で
あ
る
。

｢

官
符
原
案｣

と
は
、
皇
城
炎
上
被
害
を
免
れ
た
極
め
て
価
値
の
高
い
一
次
史
料
で
あ
る
。
明
治
四
年
か
ら
六
年
ま
で
は

｢

原

本
が
綴
じ
ら
れ
て
い
て
内
容
も
重
要
案
件
が
網
羅
的
に
収
録｣

さ
れ
、｢

同
時
代
の
史
料
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る｣

と
評
価
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

そ
こ
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
こ
の
伺
文
は
、
正
院
か
ら
中
途
半
端
な
認
可
し
か
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
文
部
省
が
、｢

御
布
告
書
�

学
制
章
程｣

の
別
冊
を
金
額
欄
は
欠
い
て
各
府
県
に
頒
布
す
る
こ
と

(

壬
申
六
月)

、
お
よ
び
そ
の
際
の
添
付
文

｢[

前
略]

新
ニ

官
費
ニ
関
係
致
候
儀
ハ
即
時
施
行
不
相
成
候
事

壬
申

月｣
(

は
空
白)

の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

文
中
に
は

｢

未
決
定
の
教
育
財
政
面
に
つ
い
て
強
い
不
満｣

を
漏
ら
す
箇
所
が
あ
り

(

�)

、
ま
た
末
尾
の

｢[

し
ば
ら
く

｢

金
額
員

数｣

は
欠
く
が]

是
等
不
日
符
節
難
相
違
次
第
ニ
付

何
分
得
ト
御
聞
置
相
成
度

此
段
申
上
候
也｣

か
ら
は
、
文
部
省
の
か
な

り
強
い
態
度
が
覗
わ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
文
部
省
は
切
羽
詰
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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｢

裁｣

印
を
根
拠
に
湯
川
氏
は
、｢

こ
れ
に
つ
い
て
も
正
院
の
決
裁
が
下
り｣

と
判
断
し
て
い
る
。
た
と
え
こ
れ
が
天
皇
の

｢
裁
可｣

印
だ
と
し
て
も

(

既
述)

、｢

裁
可｣

を
得
た
の
で
あ
れ
ば
正
院
の

｢

決
裁｣

も
経
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
問

題
は
、
本
節
冒
頭
湯
川
説
の
よ
う
に
、
正
院
が

｢

文
部
省
に
よ
る
学
制
の
発
布｣

ま
で

｢

裁
可｣

し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
当
該
の
文
部
省
伺
が
求
め
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で

｢

学
制｣

別
冊
の

｢

刊
行｣

と

｢

頒
布｣

で
し
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
文
面
に

｢

発
布｣

と
か

｢

公
布｣

と
い
っ
た
言
葉
は
認
め
ら
れ
な
い
。

文
部
省
が
早
く
も
八
月
二
五
日
に
史
官
へ
送
っ
た

｢

学
制｣

訂
正
届
に
お
い
て
も
、｢

兼
而
伺
之
上
頒
布
仕
候
学
制
中
誤
謬
訂

正
之
條
々
別
紙
之
通
訂
正
仕
度｣

と
、｢

伺
之
上｣

頒
布
し
た
と
し
か
、
つ
ま
り

｢

裁
可｣

(

決
裁)

を
受
け
て
頒
布
し
た
と
は
、

述
べ
ら
れ
て
い
な
い

(｢

文
部
省
学
制
原
案｣)

。

と
こ
ろ
で
こ
の
文
部
省
伺
に
は
、
第
一
の
史
料
で
見
ら
れ
た
正
院
の
指
示
や
日
付
が
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
点
、
非
常
に
興
味

深
い
。
な
ぜ
な
ら
正
院
は
、
届
い
た
文
部
省
伺
に
何
の
見
解
も
示
さ
ず
に
、
白
紙
委
任
で
当
時
二
〇
歳
の
天
皇
に
裁
可
を
求
め
た

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
文
書
処
理
に
お
い
て

｢

天
皇
親
政｣

の

｢

形
式
整
備
が
格
段
に
進
ん
だ｣

の
は
明
治
一

二
年
太
政
官
改
革
以
降
か
ら
だ
と
す
れ
ば

(

�)

、
こ
の
こ
ろ
は

｢

裁
可｣

と
い
っ
て
も
極
め
て
形
式
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も

｢

失
礼｣

な
話
で
あ
る
。

し
か
し
何
の
意
思
表
示
も
な
い
こ
の
文
書
が
ま
た
、｢
学
制｣

に
対
す
る
正
院
の
消
極
的
姿
勢
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
実

は
正
院
に
は
、
文
部
省
の
要
請
を
そ
う
容
易
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。

正
院
は
明
治
五
年
六
月
二
四
日
、｢

財
政
之
大
計｣

を
立
て
る
た
め
に
必
要
な

｢

急
務
之
件
々｣

を
取
調
べ
る
よ
う
文
部
省
に

求
め
て
い
た

(

既
述)

。
そ
れ
以
前
に
文
部
省
は
大
ま
か
な
計
算
で
三
〇
〇
万
円
、｢

当
分
ノ
処｣

は
二
五
〇
万
円
で
よ
い
と
定
額

金
を
要
求
し
、
太
政
官
左
院
か
ら
は
、
余
れ
ば

｢

予
備
金｣

に
す
れ
ば
よ
い
と
満
額
の
三
〇
〇
万
円
を
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
大
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蔵
省
の
反
対
に
合
っ
て
正
院
で
問
題
と
な
る
。
困
っ
た
三
條
太
政
大
臣
は
、
五
月
二
九
日
、
大
隈
重
信
参
議
に
井
上
馨
大
蔵
大
輔

の
説
得
を
依
頼
し
た
が
、
そ
の
井
上
は
六
月
一
〇
日
、
遣
外
使
節
団
の
木
戸
孝
允
参
議
に
対
し
、｢

国
力
ヲ
不
計
事
業
創
立
ス
ル

ハ
日
本
人
之
弊
風｣

と
苦
境
を
訴
え
る
書
簡
を
書
い
て
い
る

(

�)

。

文
部
省
が

｢

急
務
之
件
々｣

取
調
べ
を
正
院
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
は
六
月
二
四
日
。
そ
の
五
日
後
の
二
九
日
、
今
度
は
大
蔵
省

が

｢

学
校
入
費
并
ニ
生
徒
学
費
ニ
付
伺｣

を
正
院
に
提
出
す
る
。
そ
の
通
計
一
二
二
万
四
七
七
五
円
は
、
文
部
省
の
要
求
額
と
比

べ
る
と
半
額
以
下
で
あ
る
。
し
か
も
大
蔵
省
は
、｢

従
前
民
部
省
中
ニ
於
テ
被
相
定
候
規
則
ニ
照
準｣

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

そ
れ
は
文
部
省
の

｢

学
制｣
に
よ
る
学
校
で
は
な
く
、
旧
郷
学
校
的
な
も
の
の
要
求
で
あ
る
。
井
上
馨
は
四
日
後
の
七
月
三
日
に

も

｢

再
伺｣

を
提
出
し
、｢
今
以
学
則
御
確
定
も
無
之｣

と
至
急
の
決
議
を
迫
っ
た
。

こ
の
大
蔵
省
か
ら
の
伺
に
正
院
は
ど
う
答
え
た
の
か
。｢

公
文
録｣

を
整
え
た
十
三
等
出
仕
中
澤
重
信
は
、
六
月
二
九
日
付
伺

の
末
尾
に

｢

御
下
知
不
相
分｣

と
記
し
、
七
月
三
日
付
の
再
伺
に
は

｢

右
上
申
未マ

幾マ

。
八
月
二
日
学
制
布
告
ア
リ
。
故
ニ
別
段
御

指
令
ナ
キ
カ
。
結
局
詳
ナ
ラ
ズ｣

と
注
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
蔵
省
伺
に
は
回
答
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
正
院
が
、
文
部
省
の

｢

学
制｣

に
ど
う
対
処
し
た
か
が
重
要
で

あ
る
。
七
月
一
三
日
に
大
木
文
部
卿
と
井
上
大
蔵
大
輔
が
三
條
太
政
大
臣
宅
を
訪
ね
た
と
き
、
井
上
は

｢[

学
校
設
立
に
は
異
論

な
い
が]

大
蔵
之
大
計
不
相
立
必
至｣

と
、
な
お

｢

学
制｣
実
施
に
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
九
月
八
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
正

院
は
、
文
部
省
の
定
額
金
を

｢

当
分
ノ
内｣

年
二
〇
〇
万
円
と
決
定
。
そ
こ
で
大
木
は
一
〇
月
七
日
、
生
徒
一
人
一
銭
、
総
額
三

〇
万
円
の

｢

府
県
学
校
扶
助
金｣

の
執
行
を
正
院
に
訴
え
、
一
一
月
九
日
に
許
可
が
下
り
た
の
で
、｢

学
制｣

第
九
九
章

｢

小
学

委
托
金｣

の
黒
塗
り
欄
に
ど
う
に
か
数
字
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。｢
文
部
省
学
制
原
案｣

で
の

｢

九
三
万
八
七
〇
〇
両

[

円]

三
府
七
二
県｣

と
比
べ
る
と

(

�)

、
三
分
の
一
以
下
へ
の
大
幅
減
額
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
旦
決
定
し
た
文
部
省
常
額
金
二
〇
〇
万
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円
も
、
明
治
六
年
一
月
に
は
大
蔵
省
が
提
示
し
て
い
た
額
に
近
い
一
三
〇
万
円
に
減
額
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
正
院
は
、
郷
学
校
的
学
校
か

｢

学
制｣

的
な
全
国
的
学
校
制
度
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
、
結
果
的
に
は
郷
学
校
を
否

定
し
た
け
れ
ど
も
、｢

学
制｣

予
算
も
大
幅
削
減
す
る
苦
し
い
折
衷
策
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
湯
川
氏
が
挙
げ
た
二
つ
の
史
料
か
ら
は
、
文
部
省
と
大
蔵
省
と
の
板
挟
み
に
な
っ
て
い
た
正
院
が
、｢

文
部
省
に
よ
る

学
制
の
発
布｣
を

｢

裁
可｣

し
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

五

八
月
二
日
太
政
官
第
二
一
四
号
が
確
認
で
き
る
史
料

湯
川
氏
に
は
、
太
政
官
布
告
の

｢

学
制｣

な
ど
存
在
せ
ず
、
文
部
省
が
別
冊
で
頒
布
し
た

｢『

学
制』

(

学
制
布
告
書
、
文
部
省

布
達
第
一
三
号
、
学
制
章
程
を
含
む)

が
そ
の

『

正
本』

で
あ
る｣

(

カ
ッ
コ
内
も
湯
川
氏)

と
す
る
主
張
が
あ
る

(

�)

。
し
か
し

｢

学
制
布
告
書｣

ま
で
含
め
て
文
部
省
頒
布
別
冊
が

｢

正
本｣

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
八
月
二
日
の
太
政
官
第
二
一

四
号
は

｢

実
在
し
な
い
幻｣

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

(

�)

。

と
こ
ろ
が
一
方
で
湯
川
氏

｢

論
文｣

の
冒
頭
は
、｢
明
治
五
年
八
月
二
日
、『

学
制』

の
趣
旨
を
示
す
た
め
に
、
太
政
官
第
二
一

四
号

(

以
下
、
学
制
布
告
書
と
称
す)

が
布
告
さ
れ｣
と
な
っ
て
い
る
し

(

カ
ッ
コ
内
は
湯
川
氏)

、
湯
川
氏

｢

反
論｣

に
お
い

て
も｢

明
治
五
年
八
月
二
日
に
太
政
官
が
布
告
し
た
第
二
一
四
号
は
学
制
布
告
書
の
み
で
あ
る｣

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
太
政
官
第
二
一
四
号
は
学
制
布
告
書
と
し
て
は
認
め
る
が
、｢
学
制｣

条
文
は
文
部
省
が

｢

発
布｣

し
た
と
い
う
の
が
、
本
来

の
同
氏
の
主
張
ら
し
い
。

確
か
に
文
部
省
の

｢

学
制
発
行
ノ
儀
伺｣

本
文
に
は
、｢

甲
号
之
旨
趣
御
布
告
被
仰
出
候
ハ
ヽ
於
文
部
省
ハ
乙
号
之
通
可
及
普

令｣

と
あ
る
の
で
、
湯
川
氏

｢

論
文｣

が
述
べ
る
よ
う
に

｢

文
部
省
は
、
学
制
の
理
念
を
示
し
た
布
告
書
の
公
布
を
太
政
官
に
求
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め
、
学
制
は
文
部
省
よ
り
布
令
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た｣

こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し

｢

考
え
て
い
た｣

通
り
に
な
っ
た
と

は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

｢

学
制
発
行
ノ
儀
伺｣

が
六
月
二
四
日
に
正
院
の
認
可
を
得
た
の
は
、
第
四
節
で
確
認
し
た
よ
う
に

｢

現
今
将
来
ノ
目
的｣

の
み
で
あ
り
、
文
部
省
に
よ
る

｢

学
制｣

の

｢

普
令｣

ま
で
認
め
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

正
院
と
し
て
は
、｢

学
制｣

条
文
も
太
政
官
か
ら
発
令
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
第
三
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、｢

凡

全
国
一
般
ニ
布
告
ス
ル
制
度
條
例
ニ
係
ル
事
件

(

中
略)

ハ
太
政
官
ヨ
リ
之
ヲ
発
令
ス｣

と
す
る
明
治
四
年
七
月

｢

正
院
事
務
章

程｣

に
従
う
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
湯
川
氏

｢
論
文｣

冒
頭
の
前
記
引
用
文
は
、
学
制
布
告
書
は

｢

漢
字
と
平
が
な
を
用
い
、
漢
字
の
左
右
に
読
み
と
意

味
を
示
す
ル
ビ
を
振
っ
た
両
文
体
で
書
か
れ｣

と
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
八
月
二
日
に
太
政
官
が
第
二
一
四

号
を
発
令
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
漢
字
平
が
な
書
き
・
ル
ビ
を
振
っ
た
両
文
体
で
あ
る
こ
と
が
ど
の
史
料
で
確
認
で
き
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
湯
川
氏
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
太
政
官
第
二
一
四
号
の
原
本
は
お
ろ
か
、
そ
の
写
し
さ
え

見
つ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
湯
川
氏
が
こ
れ
こ
そ
が

｢

学
制｣

の

｢

正
本｣

だ
と
主
張
す
る
文
部
省
頒
布
の
別
冊
で
は
、

布
告
書
部
分
の
上
部
に

｢

第
二
一
四
号｣

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
何
の
番
号
な
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
日
付
も

不
明
で
あ
る
。

も
し
太
政
官
第
二
一
四
号
の
日
付
と
号
数
だ
け
は

『

布
告
全
書』

に
依
拠
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、『

布
告
全
書』

は
二
次
史
料

な
の
で

｢

正
確｣

で
な
く

｢

学
制｣

布
告
書
部
分
も
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
と
不
整
合
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
そ
も
そ
も
文
部
省
別
冊
も
、
全
国
頒
布
さ
れ
た
二
次
史
料
の
典
型
で
し
か
な
い
。

太
政
官
第
二
一
四
号
が
確
認
で
き
る
一
次
史
料
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

｢

官
符
原
案｣

は
、
原
本
が

｢

網
羅
的
に
収
録｣

さ
れ
て
い
る
一
次
史
料
で
あ
っ
た

(

第
四
節
参
照)

。
た
だ
全
一
六
冊
し
か
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存
在
し
な
い
た
め
、
収
録
文
書
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
明
治
五
年
分
の

｢

官
符
原
案
第
三
・
第
四｣

に
は
全
一
三
六
件
が

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
の
太
政
官
布
告
は
そ
れ
の
み
で
三
七
九
件
を
数
え
、
さ
ら
に
他
に
番
外
が
五
二
件
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
実
際
に
は
必
ず
し
も

｢

網
羅
的｣

と
は
言
え
な
い
。
大
蔵
省
伺
の
前
出
二
文
書

(

明
治
五
年
六
月
二
九
日
、
七
月
三
日)

は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
し
、｢

学
制｣

関
係
で
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
既
出
の
文
部
省
伺
二
文
書

(

明
治
五
年
六
月
、
日
付
無
記
入)

の
み
で
あ
る
。
重
要
な
明
治
五
年
六
月
二
四
日
の
正
院
指
令
文

(

既
出)

も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、｢

官
符
原
案｣

だ
け
で

｢

学
制｣

を
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
既
出
文
部
省
伺
の
二
文
書
は

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

に
は
な
い
が
、｢

公
文
録｣

に
は
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

｢

公

文
録｣

の
文
書
に
は
、
こ
の
二
文
書
に
限
ら
ず

｢

裁｣

印
は
な
い
。
倉
澤
剛
氏
が
、｢

学
制｣

頒
布
に
関
す
る
文
部
省
伺

(

明
治

五
年
六
月)

に
対
す
る

｢

太
政
官
の
指
令
は
公
文
録
に
み
え
な
い｣

と
記
し
て
い
た
の
は

(

�)

、
指
令
文
も

｢

裁｣

印
も
な
い
た
め
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

｢

官
符
原
案｣

に
編
綴
さ
れ
て
い
る
文
書
類
は
、｢

詔
勅
・
法
令
、
国
書
・
委
任
状
等
の
決
裁
原
議
も
し
く
は
そ
の

写｣

で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
明
治
四
年
八
月
二
八
日
の
太
政
官
第
四
四
八
号

(

解
放
令)

の
原
議
が
含
ま
れ
、
太
政
官

｢

御
布
告
案｣

お
よ
び
左
院
同
意
文

｢

異
論
無
之
候
事｣
が

｢

原
本
・
第
一｣

に
、
そ
し
て

｢

副
本
・
第
一｣

に
は
井
上
大
蔵
大

輔
と
大
久
保
大
蔵
卿
に
よ
る
正
院
あ
て
原
議

(

辛
未
八
月
二
二
日)

、
左
院
同
意
文
、
布
告
案
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。｢

原
本｣

に

｢

裁｣

印
は
な
い
が

｢

副
本｣

に
は
あ
る
。

ま
た
明
治
五
年
一
一
月
二
八
日
の
太
政
官
第
三
七
九
号

(

徴
兵
令)
に
関
し
て
は
、｢

裁｣

印
が
押
さ
れ
た
原
議
、｢

勅
書
案｣

｢

太
政
官
布
告
案｣

｢

徴
兵
大
意｣

な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る

(｢

原
本
・
第
四｣

｢

副
本
・
第
四｣)

。
と
も
に
極
め
て
重
要
な
布
告

な
の
で
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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そ
う
で
あ
る
な
ら
、
太
政
官
第
二
一
四
号

｢

学
制｣

に
関
す
る
原
議
書
類
、
何
よ
り
も

｢

裁
可｣

を
受
け
た
布
告
案
が
綴
じ
ら

れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
明
治
五
年
六
月
の
文
部
省
伺(

前
記
二
文
書)

だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

公
文
録｣

に
も
、
一
番
重
要
な
裁
可
済
み
の
太
政
官
第
二
一
四
号
布
告
案
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

明
治
一
二
年

｢

教
育
令｣

の
場
合
、
文
部
省
発
議
文
、
草
按
、
伊
藤
博
文
参
議
の
申
立
書
、
院
議
に
よ
る
修
正
が
施
さ
れ
た

｢

教
育
令
布
告
案｣

な
ど
各
種
原
議
、
そ
し
て
太
政
大
臣
、
右
大
臣
、
参
議
九
名
が
署
名
捺
印
し
て

｢

裁
可｣

を
仰
ぐ

｢

元
老
院

議
定
上
奏
教
育
令｣

(
明
治
一
二
年
九
月
二
四
日)

が

｢

公
文
録｣

に
編
綴
さ
れ
、
そ
れ
に
は
天
皇
裁
可
印

｢

可｣
(

明
治
一
〇
年

｢

内
閣
参
朝
公
文
奏
上
程
式｣

に
よ
る)

が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

｢

学
制｣
に
は
少
し
不
可
解
な
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

『

布
告
全
書』

に
依
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
湯
川
氏

は
太
政
官
第
二
一
四
号
の
発
令
日
や
布
告
書

(

前
文)

の
記
述
様
式
を
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
の
か
、
非
常
に
不
思

議
な
の
で
あ
る
。
な
お

｢

官
符
原
案｣
や

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

｢

公
文
録｣

な
ど
は
あ
く
ま
で
原
議
文
書
を
集
め
た
も
の
な
の

で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
実
際
の
太
政
官
布
告
の
号
数
や
発
令
日
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

六

太
政
官
第
二
一
四
号
の
地
方
へ
の
伝
達
を
め
ぐ
っ
て

｢

学
制｣

の
発
令
に
関
し
て
は
、
他
に
も
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。
各
府
県
が
所
蔵
す
る
太
政
官
布
告
の
綴
り
で
は
明
治
五
年

の
第
二
一
四
号
だ
け
が
欠
け
、
そ
の
場
所
に
は
文
部
省
別
冊
が
綴
じ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
湯
川
氏
は

｢

学
制
布
告
書
が
太

政
官
か
ら
直
接
府
県
に
配
布
さ
れ
た
形
跡｣

は
な
い
と
い
う
。
私
自
身
も
そ
れ
な
り
に
努
力
し
た
が
、
第
二
一
四
号
布
告
の
原
本

や
写
し
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。『

太
政
官
日
誌』
で
も
こ
の
号
だ
け
が
欠
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
と
、

｢

学
制｣

布
告
案
や
諸
原
議
が

｢

官
符
原
案｣

な
ど
に
保
存
さ
れ
て
い
な
い
事
実
と
を
重
ね
る
と
、｢

何
か
通
常
で
な
い
事
情
が
存
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在
し
た｣

の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な
る
。

確
か
に｢

学
制｣

は
準
備
不
足
の
ま
ま
で
、
非
常
に
急
い
で
発
令
・
頒
布
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
八
月(

二
七
日)

に
四
四
か
所
の
、
九
月
二
日
に
は
二
か
所
の

｢

誤
謬｣

の
訂
正
、
そ
の
後
も
明
治
五
年
一
一
月
に
四
回
、
そ
し
て
明
治
六
年
だ
け

で
二
九
回
も
の
追
加
・
削
除
・
修
正
が
重
ね
ら
れ
た
事
実
が
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
重
要
な
改
革
は
岩
倉
使
節
団
が
帰

国
し
て
か
ら
行
な
う
と
の

｢

約
定｣

を
破
っ
て
、
留
守
政
府
が
諸
改
革
に
着
手
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
使
節
団
が
明
治
四

年
一
一
月
一
二
日
に
欧
米
諸
国
へ
出
航
し
た
、
そ
の
直
後
か
ら
で
あ
る
。｢

学
制｣

は
そ
の
諸
改
革
の
一
つ
で
、
大
隈
重
信
は

｢

何
構
ふ
事
は
無
い
。
先
廻
し
て
ド
シ
ド
シ
改
革
を
断
行
し
て
仕
舞
へ｣

と
、
当
時
の
様
子
の
こ
と
を
回
顧
し
て
い
た

(

�)

。

使
節
団
帰
国
の
当
初
予
定
は
明
治
五
年
九
月
だ
っ
た
の
で
、｢

学
制｣

も
大
い
に
急
が
れ
た
。
し
か
も
明
治
五
年
三
月
二
四
日

か
ら
五
月
一
七
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
単
独
条
約
改
正
の
全
権
委
任
状
を
求
め
て
大
久
保
利
通
と
伊
藤
博
文
が
無
駄
な
一
時
帰

国
を
し
、
そ
の
た
め
に
外
務
省
が
猛
反
発
し
て
、
政
府
は
大
混
乱
を
極
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
政
府
内
の
深
刻
な
対
立
や
混
乱
の
た
め
に
、
太
政
官
第
二
一
四
号
は
正
式
発
令
で
き
な
か
っ
た
と
か
、
少
な
く
と
も

非
常
に
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
か
、
あ
る
い
は
各
府
県
へ
の
布
告
伝
達
が
通
常
通
り
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
か
、

い
ろ
い
ろ
想
像
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
五
年
八
月
二
日
の
太
政
官
第
二
一
四
号

｢
学
制｣

は
、
七
月
晦
日
の
第
二
一
三
号

(

数
官
兼
任
の
場
合
の
身

分
取
扱)

と
八
月
二
日
第
二
一
五
号

(

文
部
省
を
元
津
県
邸
へ
移
す)

に
挟
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
号
数
や
日
付
を
あ
と
か

ら
調
整
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
し
、
ま
た
八
月
三
日
頒
布
の
文
部
省
別
冊
に
記
さ
れ
た

｢

第
二
一
四
号｣

も
、
そ
の
号

数
は
符
合
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、｢

学
制｣

が
八
月
二
日
第
二
一
四
号
と
し
て
発
令
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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｢

公
文
録｣

の
大
蔵
省
伺
を
整
頓
し
た
十
三
等
出
仕
中
澤
重
信
も
、｢

八
月
二
日
学
制
布
告
ア
リ｣

と
注
記
し
て
い
た

(

既
述)

。

問
題
は
、
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
が
実
際
に
各
地
方
に
伝
達
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
既
述
の

よ
う
に
、
否
定
的
な
状
況
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
島
根
県
飯
石
郡
赤
来
町

(

現
飯
南
町)

保
存
の

『

大マ
マ

政
官
御
布
告』

に
は
、｢

明
治
五
年
壬
申
七
月

太
政
官｣

の

布
告
書
が
島
根
県
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

｢

御
達｣

が
収
録
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
伝
え
ら
れ
た
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治

五
年
九
月
の
日
付
で
島
根
県
が
県
用
箋
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
表
記
様
式
は
、
漢
字
片
カ
ナ
書
き
で
ル
ビ
は
無

し
、｢

卒｣

も
な
く

(
文
部
省
に
よ
る

｢

誤
謬｣

訂
正
前
の
文
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る)

、
つ
ま
り

『

布
告
全
書』

と
同
じ
で
あ
る
。

他
方
、
湯
川
氏
が
各
府
県
庁
の
公
文
書
等
を
調
査
し
て
到
達
し
た

｢

結
論｣

は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る

(

湯
川
氏

｢

反
論｣)

。

①

文
部
省
頒
布
の

｢

学
制｣

以
外
に

｢

明
治
五
年
八
月
二
日
に
太
政
官
第
二
一
四
号
で
布
告
さ
れ
た

『

学
制』

は
存
在
し
な

い｣

②

｢

太
政
官
第
二
一
四
号
自
体
、
太
政
官
か
ら
府
県
に
直
接
の
布
令
伝
達
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い｣

③

｢

太
政
官
第
二
一
四
号
は
学
制
布
告
書
の
み
で
あ
り
、
文
部
省
頒
布
の

『

学
制』

の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
た
学
制
布
告
書
が

そ
の
正
本
で
あ
る｣

こ
の

｢

結
論｣

の
①
と
③
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
が
、
①
で
の

｢

学
制｣

は
条
文
の
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ

『

布
告
全
書』

の

｢

学
制
布
告
書｣

は

｢
正
本｣
で
な
く
、
同
じ
く
二
次
史
料
の
文
部
省
頒
布
別
冊

の

｢

学
制
布
告
書｣

が

｢

正
本｣

だ
と
言
え
る
の
か
、
③
で
の
主
張
の
理
由
は
理
解
で
き
な
い

(

既
述)

。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
②
が
重
要
で
あ
る
。
早
く
も
明
治
五
年
九
月
に
翻
刻
頒
布
で
き
た
ほ
ど
の
時
期
に
島
根
県
に
届

い
た
太
政
官
布
告
の
存
在
を
、
湯
川
氏
の
立
場
で
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で

｢

反
論｣

は
次
の
よ
う
に
否
定
し
て
い

る
。

こ
の

｢
御
達｣

は

｢

も
と
よ
り
太
政
官
か
ら
直
接
送
付
さ
れ
た
原
本｣

で
は
な
い
。
ま
た
末
尾
に
あ
る
島
根
県
の
達
文
に
は

｢

文
部
省
よ
り
学
制
が
達
せ
ら
れ
た
こ
と｣

も
記
さ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に

｢

学
制
布
告
書
を
府
県
に
お
い
て
翻
刻
・
布
令
し

た
例｣

は
他
に
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

学
制
布
告
書
の
正
本
が
漢
字
・
片
か
な
文
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る｣

し
か
し
こ
の

｢

反
論｣

に
は
非
常
な
無
理
が
あ
る
。

ま
ず

｢

太
政
官
か
ら
直
接
送
付
さ
れ
た
原
本｣

で
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
貴
重
な

｢

原
本｣

を
各
町
村
に
配
布
す
る

な
ど
、
あ
り
え
な
い
。
コ
ピ
ー
機
の
な
い
時
代
、
各
府
県
は
そ
の
東
京
出
張
所
か
ら
送
付
さ
れ
た

｢

原
本｣

を
も
と
に
必
要
部
数

の
写
本
を
作
成
し
て
各
町
村
に
回
達
し
、
各
町
村
は
ま
た
必
要
部
数
の
写
本
を
作
成
し
頒
布
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
反
論
は
、

｢

直
接
送
付
さ
れ
た
原
本｣

で
は
な
い
に
し
ろ
太
政
官
か
ら
何
ら
か
の
学
制
布
告
書
が
届
い
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
太
政
官
第
二
一
四
号
が
府
県
に
布
令
伝
達
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
と
す
れ
ば
、
島
根
県
が

｢

御
達｣

と
し
て
翻
刻
し
た
の

は
文
部
省
別
冊
の
布
告
書
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
島
根
県
は
、
別
冊
の
漢
字
平
が
な
両
文
体
を
漢
字
片
カ
ナ
・

ル
ビ
な
し
表
記
に
書
き
変
え
て
翻
刻
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
同
県
は
追
っ
て
別
冊
自
体
も
翻
刻
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
冊
の
同
じ
学
制
布
告
書
を
二
度
も
、
そ
の
う
え
一
度
は
表
記
法
を
変
え
て
翻
刻
し
頒
布
し
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
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然
で
あ
る
。

さ
ら
に｢

御
達｣

末
尾
に
付
さ
れ
た
島
根
県
達
は
、｢

右
之
通
御
達
ニ
付
相
達
候
尤
文
部
省
ヨ
リ
御
達
相
成
候
学
制
之
儀
ハ
追
々

可
及
布
達
候
事｣

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に
読
め
ば
、〈
右
の
よ
う
な

｢

御
達｣

が
あ
っ
た
の
で
達
す
る
。
た
だ

し

[

尤]
文
部
省
か
ら

｢

御
達｣

が
あ
っ
た

｢

学
制｣

に
つ
い
て
は
追
っ
て
布
達
す
る
〉
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の

｢

御
達｣

は
太

政
官
か
ら
の
、
後
者
の

｢

御
達｣

は
文
部
省
か
ら
と
、
二
つ
は
別
の
も
の
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
湯
川
氏
は

｢

文

部
省
よ
り
学
制
が
達
せ
ら
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る｣

と
述
べ
る
の
み
で
、
太
政
官
か
ら
の

｢

御
達｣

の
存
在
を
否
定
し
て
い

る
。そ

し
て
湯
川
説
で
は
、｢
学
制
布
告
書
を
府
県
に
お
い
て
翻
刻
・
布
令
し
た
例
は
他
に
も
あ
る｣

の
で
、
島
根
県
が
漢
字
・
片

カ
ナ

(

ル
ビ
な
し)

の
布
告
書
を
県
下
に
達
し
た
か
ら
と
い
っ
て

｢

学
制
布
告
書
の
正
本
が
漢
字
・
片
か
な
文
で
あ
っ
た
と
い
え

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る｣

と
い
う
主
張
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
理
由
づ
け
も
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
。

文
部
省
に
よ
る
頒
布
版
別
冊
は
一
般
啓
蒙
に
役
立
つ
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
前
文

(

布
告
書)

を

翻
刻
し
た
府
県
が
多
く
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
湯
川
氏
が
挙
げ
て
い
る
事
例
も
、
そ
の
種
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
と
島
根
県
翻
刻
の
漢
字
片
カ
ナ
布
告
書
と
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
島
根
県
の
漢
字
片
カ
ナ
版
は
書
き
変
え
ら
れ
た
も
の

だ
と
い
う
論
拠
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ

｢
明
ら
か｣

で
は
な
い
か
。

し
か
も
そ
の
う
え
島
根
県
に
は
、
漢
字
片
カ
ナ
の

｢

御
達｣
と
は
別
に
、
漢
字
平
が
な
両
文
体
の
文
部
省
版

｢

被
仰
出
書｣

(

美
保
関
小
学
校
旧
蔵)

も
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
二
種
類
の
学
制
布
告
書
が
配
布
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し

｢

御
達｣

は
前
文

(

布
告
書)

の
み
で
、
全
一
〇
九
条
の
本
文
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
取
り
急
ぎ
前
文
の
み
翻
刻
配
布
さ
れ
た
と
考

え
て
も
、
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
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も
ち
ろ
ん
島
根
県
に
伝
え
ら
れ
た

｢

御
達｣

の
例
だ
け
で
、
全
府
県
の
状
況
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
混
乱
し
た
政

情
の
下
、
し
か
も
明
治
六
年
に

｢

公
布｣

の
制
度

(

太
政
官
布
告
第
六
八
号
、
第
二
一
三
号)

が
作
ら
れ
る
以
前
の
時
代
に
、
太

政
官
第
二
一
四
号
が
ど
の
よ
う
に
地
方
に
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
伝
達
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
今
後
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
文
部
省
が
八
月
三
日
に
各
府
県
の
東
京
出
張
所
へ
一
〇
部
ず
つ
頒
布
し
た

｢

学
制
章

程｣

で
さ
え
、
多
く
の
府
県
が
直
ち
に
布
達
し
独
自
の
告
諭
を
出
し
た
り
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
府
で
は

｢

こ
れ
ら
を
管

下
に
布
達
す
る
動
き｣
は
見
当
ら
な
か
っ
た
と
い
う

(

�)

。

お

わ

り

に
｢

学
制｣

な
ど
明
治
新
政
府
の
諸
改
革
は
、
要
人
の
多
く
が
岩
倉
使
節
団
と
し
て
不
在
中
に
強
行
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は

批
判
的
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
制
定
責
任
者
の
一
人
で
あ
っ
た
福
岡
孝
弟
文
部
大
輔
自
身
が
、
明
治
五
年
七
月
段
階
で

｢

学
制
ノ

発
布｣

の

｢

猶
予｣

を
訴
え
て
い
た
し

(

�)
、
大
隈
重
信
は

｢

木
戸
公
等
は｣

｢

大
分
立
腹
し
た｣

と
回
顧
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
大
久
保

利
通
は
明
治
六
年
一
月
二
七
日
付
書
簡
に
お
い
て
、｢

学
制｣

を
含
め
諸
改
革
の
こ
と
を

｢

形
容
ハ
頗
ル
文
明
各
国
ノ
域
ニ
近
シ

只
其
実
跡
如
何
ン
ト
想
像
ス
ル
而
已｣

と
危
惧
し

(

�)
、
岩
倉
具
視
も
明
治
八
年
二
月
に
は
、｢

約
定｣

を
破
っ
た
留
守
政
府
の

｢

軽

躁
急
進｣

が
官
民
に
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
を
憤
り
、
方
向
転
換
を
主
張
し
て
い
た

(

�)

。

そ
れ
で
も
、｢

学
制｣

が
近
代
日
本
教
育
制
度
の
記
念
碑
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で

｢

学
制｣

は
多
面
的
に

研
究
さ
れ
て
き
た
が
未
解
明
の
謎
も
多
い
。
国
家
の

｢

富
強
安
康｣
で
は
な
く

｢

立
身｣

主
義
が
採
用
さ
れ
た
経
緯
、
学
制
取
調

掛
の
実
際
の
仕
事
内
容
、
第
二
一
四
号
布
告
原
議
案
が

｢

官
符
原
案｣
や

｢
公
文
録｣

に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
各
府
県
所

蔵
太
政
官
布
告
の
綴
り
に
太
政
官
第
二
一
四
号
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
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し
か
し
制
定
さ
れ
た
法
令
と
し
て
の

｢

学
制｣

の
発
令
主
体
、
発
令
日
、
号
数
、
表
記
様
式
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
外
史
局
が

編
集
し
た

『

布
告
全
書』

に
拠
る
ほ
か
な
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
再
確
認
で
あ
る
。
湯
川
説
で
は
、『

布
告
全
書』

は
二
次
刊

行
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
退
け
ら
れ
、
文
部
省
が
全
国
頒
布
し
た
別
冊
が

｢

正
本｣

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
そ
の
別
冊
も

ま
た
二
次
刊
行
物
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
は
、｢

学
制｣

は
文
部
省
法
令
で
あ
る
と
の
湯
川
説
で
は
、
説
明
で
き
な
い
こ
と
や
矛

盾
、
不
合
理
が
い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
検
証
し
た
。

付
記

本
稿
で
使
用
し
た

｢

文
部
省
学
制
原
案｣

や

｢

官
符
原
案｣

、
外
史
局

｢

編
纂
課
処
務
ノ
目
的
草
案｣

ま
た

｢

公
文
録｣

(

重
要

文
化
財)

な
ど
は
、
国
立
公
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

註

(

�)

拙
著

『

明
治
五
年

｢

学
制｣
通
説
の
再
検
討』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年
。

(

�)

湯
川
嘉
津
美

｢

学
制
布
告
書
の
再
検
討｣
日
本
教
育
史
研
究
会

『

日
本
教
育
史
研
究』

第
三
二
号
、
二
〇
一
三
年
。
以
下
本
稿
で

は
湯
川
氏

｢

論
文｣

と
呼
ぶ
。｢

竹
中
暉
雄
氏
に
よ
る
拙
稿

『

学
制
布
告
書
の
再
検
討』

の
論
評
に
反
論
す
る｣

同
誌
第
三
三
号
、
二

〇
一
四
年
。
以
下
本
稿
で
は
湯
川
氏

｢

反
論｣

と
呼
ぶ
。

(

�)

竹
中

｢

論
評｣

『

日
本
教
育
史
研
究』

第
三
二
号
、
二
〇
一
三
年
。

(

�)

日
本
史
籍
協
会
編

『

明
治
史
料

顕
要
職
務
補
任
録

三』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
覆
刻
、
八
頁
。

(

�)

明
治
四
年
八
月
一
〇
日
、
太
政
官
第
四
〇
〇
号

｢

官
制
等
級
改
定｣

(

�)

た
だ
公
式
記
録
と
は
い
っ
て
も
、
当
時
の
混
乱
し
た
政
情
下
に
お
い
て
間
違
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
私
の

｢

論
評｣

で
も

記
し
た
よ
う
に
、『

布
告
全
書』

の

｢

学
制｣

の
最
末
尾
は
不
思
議
な
こ
と
に

｢
明
治
四マ
マ

年
壬
申
七
月｣

で
あ
る
。
湯
川
氏
が

｢

正
本｣

だ
と
す
る
文
部
省
別
冊

(

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵

｢

太
政
官
布
告
布
達｣
に
編
綴)

の
末
尾
も
同
様
で
あ
る
。
各
種
史
料
を
比
較
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検
討
し
て
間
違
い
を
見
つ
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、『

布
告
全
書』

を
全
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

(

�)

こ
の
規
定
は
、｢

制
度
條
例
ニ
係
ラ
サ
ル
告
諭
ノ
如
キ｣

も
の
は
各
省
が

｢

布
達｣

す
る
と
続
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
と

｢

学
制

布
告
書｣

は

｢

告
諭
ノ
如
キ｣

も
の
な
の
で
、
文
部
省
か
ら

｢

布
達｣

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

学
制
布
告
書｣

は

な
ぜ
太
政
官
布
告
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
従
来
ほ
と
ん
ど
疑
問
が
抱
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

｢

全
国
一
般
ニ
布

告
ス
ル
制
度
條
例｣

す
な
わ
ち

｢

学
制｣

と
一
体
の
も
の
で
あ
る
か
ら
と
考
え
る
と
、
説
明
が
つ
く
。
そ
の
一
体
性
を
考
慮
す
れ
ば
、

よ
く
使
わ
れ
る

｢

学
制
布
告
書｣

よ
り
も

｢

前
文｣

の
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

明
治
六
年

｢
太
政
官
職
制｣

｢

正
院
事
務
章
程｣

改
定
の
重
点
は
、
各
省
権
限
の
制
限
、
予
算
編
成
権
の
大
蔵
省
か
ら
正
院
へ
の

移
行
、
参
議
の
み
の
内
閣
の
新
設
な
ど
、
正
院
の
権
限
強
化
に
あ
っ
た
。

(

�)

太
政
官
発
令
の

｢
学
制｣

を
下
級
官
庁

(

文
部
省)

が

｢

誤
謬｣

訂
正
し
た
り
す
る
事
例
は
当
時
に
お
い
て
も
珍
し
い
が
、
皆
無

で
は
な
か
っ
た
。
前
掲
拙
著

『
明
治
五
年

｢

学
制｣

―
通
説
の
再
検
討』

三
五
二
頁
、
註(

�)

参
照
。

(

�)

以
上
、
田
中
の
伺
と
正
院
の
指
令
は

｢

公
文
録｣

(

明
治
六
年
五
月
・
文
部
省
伺
一)

に
よ
る
。

(

�)

井
上
久
雄

『

学
制
論
考』

風
間
書
房
、
一
九
六
三
年
、
四
五
二
頁
。

(

�)

中
野
目
徹

『

近
代
史
料
学
の
射
程
―
明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説』

弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
九
頁
。
そ
の
法
令
的
根
拠
は

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、『

日
本
歴
史』

第
六
五
〇
号

『

古
文
書
研
究』

第
五
五
号

『

史
学
雑
誌』

第
一
一
一
編
第
一
〇
号

『

歴
史
学
研

究』

第
七
四
九
号
の
同
書
書
評
で
も
、
こ
の
点
に
対
す
る
疑
問
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、｢

正
院
庶マ
マ

務
順
序｣

に
は

｢

三
職
決

裁
アマ

マ

リ
裁マ

印マ

ヲ
押
シ
外
史
ニ
附
ス｣

と
あ
る
、
と
の
記
述
が
同
書
に
あ
る

(

一
一
〇
頁)

。
そ
の
た
め

｢

裁
印｣

は
三
職

(

正
院)

の

印
な
の
か
と
混
乱
す
る
が
、｢

正
院
処
務
順
序｣

で
確
認
す
る
と

｢

三
職
決
裁
了、
リ
検、
印、
ヲ
押
シ｣

で
あ
る

(

傍
点
は
竹
中)

。

(

	)

中
野
目
徹
、
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
、
一
〇
七
頁
。

(


)

井
上
久
雄
、
前
掲
書
、
一
二
四
頁
。｢

財
政
之
大
計
御
決
裁
相
成
候
迄
経
費
金
額
相
立
不
申
自
然
教
育
之
方
向
ト
財
政
之
大
計
ト

照
応
相
成
四
方
之
注
目
ニ
関
係
候
様
立
至
リ
候｣

(

�)

中
野
目
徹
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。
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(

�)
｢

学
制｣

制
定
過
程
に
関
す
る
記
述
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

『

明
治
五
年

｢

学
制｣

―
通
説
の
再
検
討』

参
照
。

(

�)

当
時
の

｢

両｣

と

｢

円｣

は
同
価
値
。
山
本
有
造

『

両
か
ら
円
へ

幕
末
・
明
治
前
期
貨
幣
問
題
研
究』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
四
年
、
二
五
頁
、
八
〇
頁
〜
八
一
頁
、
参
照
。

(

�)
拙
著
へ
の
書
評
。
日
本
教
育
学
会

『

教
育
学
研
究』

第
八
〇
巻
第
三
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
。

(

�)
湯
川
氏
に
よ
る
書
評
へ
の

｢

返
答｣

。
同
前

『

教
育
学
研
究』

第
八
一
巻
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
六
月
。

(

�)

倉
澤
剛

『
小
学
校
の
歴
史

Ⅰ』

ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
一
九
六
三
年
、
二
五
六
頁
。

(

�)

中
野
目
徹
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
。

(

�)

相
馬
由
也
編

『
早
稲
田
清
話』

冬
夏
社
、
一
九
二
二
年
、
三
八
五
頁
。

(

	)
『

島
根
県
近
代
教
育
史

第
三
巻』

(

一
九
七
八
年)

は
こ
の｢

御
達｣

に
つ
い
て｢

太
政
官
布
告
第
二
一
四
号(

明
五
・
八
・
二)｣

と
注
記
し
て
い
る

(

一
八
頁)
。

(


)

東
京
都
立
教
育
研
究
所
編

『
東
京
都
教
育
史

通
史
編
一』

一
九
九
四
年
、
一
二
〇
頁
。

(

�)

早
稲
田
大
学
所
蔵

｢

大
隈
文
書｣

(
A

4
1

9
9)

。

(

�)

前
掲
、
相
馬
由
也
編

『

早
稲
田
清
話』
三
八
六
頁
。

(

)

日
本
史
籍
協
会
編

『

大
久
保
利
通
文
書

四』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
、
四
八
四
頁
。

(

�)

多
田
好
問
編

『

岩
倉
公
実
記

下』

原
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
二
三
頁
。
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The Legal Basis of �������－

A Refutation of Ms. Yukawa Katsumi

TAKENAKA Teruo

Treatments of Gakusei, modern Japan’s first educational ordinance issued in

1872, may be found in various treatises, surveys, chronological tables, and

source books on the history of Japanese education.

The present author has previously concluded that Gakusei, including both

its Preamble and the attached Articles, comprises Dajokan Ordinance No. 214,

issued on August 2, 1872. This conclusion has been refuted by Ms. Yukawa

Katsumi, who asserts that only the Preamble is included in Dajokan Ordinance

No. 214, while the attached Articles are based on a Ministry of Education

regulation issued on August 3, 1872.

The author feels that Yukawa’s views are unacceptable, however, and in

this paper he examines her position from various angles, including the serial

number of the Ministry of Education regulation that she refers to, the reliabil-

ity of the Fukoku-Zensho (official statutes at large) on which the author bases

his argument, and the authority of the Ministry of Education to enact a na-

tional education system under the name of Gakusei.


