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1

序
言

日
清
戦
争
後

の

一
八
九
六
年
、
清
国
政
府
は
十
三
名
の
留
学
生
を
日
本

に
派

遣
し
た
。

一
般

に
は
こ
れ
が
中
国
人
日
本
留
学

の
嚆
矢
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で

も
日
清
両
国
政
府
当
局
者
間
の
外
交
折
衝

に
よ
る
官
費
生
と
し
て
の
組
織
的
留

　
ユ
　

学
生
派
遣

の
起
点
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。
日
露
戦
争
後

の

一

九
〇
六
年
に
は

一
万
～
二
万
名
も

の
中
国
人
留
学
生
が
来
日
し
、
帰
国
後
中
国

の
近
代
化
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

近
代
中
国
人
日
本
留
学
生

に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
野

の
権
威

で
あ
る
さ
ね
と
う
け

い
し
ゅ
う
を

初
め
と
す
る
先
行
研
究
は
中
国
人
日
本
留
学

の
嚆
矢
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て

　　
　

い
る
程
度
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
筆
者

の
調
査
に
よ
れ
ぽ
そ
れ
ら
の
先
行
研

究
は
留
学
生

の
名
前
や
年
齢
す
ら
史
実
と
違

い
、
派
遣
人
数

に
関
し
て
も
疑
問

で
あ
り
、
そ
の
派
遣

・
受
け
入
れ
経
緯
、
教
育
実
態
も
十
分

に
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
に
中
国
人
日
本
留
学
の
嚆
矢
は
全
く
研
究
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
は
中
国
人
日
本
留
学
生
史
を
論
じ
る
上

で
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は

一
八
九
六
年

の
清
国
人
留
学
生

の
派
遣

・
受
け
入

れ
の
経
緯
、
そ
こ
で
実
施
さ
れ
た
教
育
実
態
を
蒐
集

し
た

一
次
資
料
か
ら
分

析

・
考
察
す
る
。

2

留
学
生
派
遣

・
受

け
入
れ
経
緯
-
十

三
名

の
留
学
生

と

一
名

の
補
欠
留

学
生
ー

前
述
し
た
通
り
組
織
的
中
国
人
日
本
留
学
の
嚆
矢
は

一
八
九
六
年

の
十
三
名

の
留
学
生
で
あ
る
。
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
記
録
に
よ
れ
ぽ
、
同
年

五
月
二

十
五
日
、
駐
日
公
使
裕
庚
は
外
務
大
臣
陸
奥
宗
光
に
約
十
名
の
留
学
生
教
育
を
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ヨ
　

依
頼
し
て
い
る
。
陸
奥
は
文
部
大
臣
西
園
寺
公
望
に
こ
れ
を
照
会
し
た
。
し
か

し
、
西
園
寺
は
留
学
生
ら

の
日
本
語
能
力

問
題
か
ら
官
立
学
校
に
於

い
て
そ
の

　る
　

教
育
は
で
き
な
い
と
回
答
し
た
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
裕
庚
は
、
同
年
六
月

十
六
日
、
文
部
大
臣
兼
外
務
大
臣
西
園
寺

に
十
三
名

の
留
学
生
教
育
を
依
頼
し

　
　
　

て
い
る
。
同
年
清
国
政
府
は
欧
米
諸
国

へ
三
名
ず

つ
留
学
生
派
遣
を
決
定
し
て

　　
　

い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
前
年

に
総
理
衙

門
が
露
、
英
、
仏
、
独
、
米
そ
れ
ぞ

　　
　

れ
に
三
名
ず

つ
留
学
生
派
遣
を
決
定
し
た
も
の
と
同
様
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
と
並
行
し
て
日
本
に
も
留
学
生
派
遣
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
既

に
派
遣
決
定
し
た
も

の
を
お
い
そ
れ
と
中
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。

裕
庚
か
ら
留
学
生
教
育
を
依
頼
さ
れ
た
西
園
寺
は
東
京
高
等
師
範
学
校
長
嘉

納
治
五
郎

に
相
談
を
し
た
。
嘉
納
治
五
郎

に
よ
れ
ば
そ

の
相
談
内
容
は
以
下
の

　　
　

通

り

で
あ

る
。

(前
略
)
こ
れ
ま
で
清
國
公
使
館

で
は
公
使
館

の
學
生
と
い
ふ
も

の
が
あ

つ
て
、
公
使
館
内
で
教
育
を
し
て
居

つ
た
の
で
あ
る
が
、
之
を
日
本
の
然

る
べ
き
人
に
託
し
た
い
か
ら
引
う
け
て
く
れ
ま

い
か
と
い
ふ
相
談

で
あ
る
。

「公
使
館
の
學
生
」
は

「使
館
学
生
」
で
あ
ろ
う
。
十
三
名
の
留
学
生
ら
は
、

裕
庚
が
理
事
官

の
呂
賢
笙
を
上
海

・
蘇
州

地
方
に
派
遣
し

「使
館
学
生
」
と
し

て
招
募
、
そ
の
後
、
総
理
衙
門
で
の
選
抜
試
験
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し
た
者

で

　　
　

あ
る
。

で
は
、
公
使
館
内
で
ど

の
よ
う
な
教
育
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

　
り
　

は
日

・
英

・
独

・
仏
の
各
語
学
教
育
で
あ

っ
た
。
十
三
名
の
留
学
生
来

日
以
前

か
ら
既
に

「使
館
学
生
」
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
結
果
的

に
は
既
に
来

日
し
て
い
た

「
使
館
学
生
」

で
な
く
上
海

・
蘇
州
地
方

か
ら
招
募
さ
れ
た
十
三

名

の
教
育
を
依
頼
し
た
の
で
あ

っ
た
。

十
三
名

の
留
学
教
育
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
記

　
　
　

録
に
よ
れ
ぽ
、
裕
庚
は
日
本
文
と
日
本
語
を
中
心
に
考
え
て
い
た
と
い
う
。

一

般
に
日
清
戦
争
後
、
日
本
勝
利

の
要
因
と
し
て
立
憲
制
度
と
国
民
教
育

の
普
及

と
考
え
た
清
国
は
国
家
再
建
の
た
め
実
用
的
な
西
洋
学
を
学
ぶ
た
め
に
日
本
留

学
を
開
始
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
の
組
織
的
中
国
人
日
本
留

学
生
で
あ
る
十
三
名

の
留
学
目
的
は
あ
く
ま
で
も
日
本
語

の
専
門
家
、

つ
ま
り

通
訳
官
養
成
の
た
め
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

西
園
寺
公
望
に
相
談
さ
れ
た
嘉
納
治
五
郎
は
、
ど

の
よ
う
な
受
け
入
れ
を
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
嘉
納
治
五
郎
は
、
当
時

の
こ
と
を
以
下

の
よ
う
に

　の
　

講

述

し

て

い

る
。

さ
し
よ
り
自
分
に
名
案
と
て
も
な
か

つ
た
。
自
分
は
迚
も
暇
が
な
い
か

ら
直
接
世
話
は
出
來
な
い
が
、
誰
か
人
を
選
み
、
直
接
に
は
其
人
に
世
話

を
さ
せ
、
自
分
は
間
接

に
指
導

・
監
督
を
す
る
な
ら
差
支
が
な
い
と

い
ふ

答
を
し
た
所
が
、
そ
れ
で
宜
し
い
か
ら
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
、
三
崎
町
に

192



一八九六年中国人 日本留学生派遣 ・受け入れ経緯とその留学生教育

塾
舎
を
設
け
て
、

い
よ
玉
支
那
人
の
教
育
を
引
き
受
け
た
。

当
時

の
日
本
は
、
「脱
亞
入
欧
」
の
も

と
留
学
の
主
流
は
欧
米

へ
の
派
遣
で

あ

っ
た
た
め
、
留
学
生
受
け
入
れ
は
予
想

外
の
も

の
で
あ
り
、
戸
惑

っ
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
後
、
嘉
納
は

「
清
国
保
全
」
と

「唇
歯
輔
車
」
を
掲
げ

日
中
関

係
が
東
洋
の
平
和

に
繋
が
る
と
し
、
そ
の

一
端
を
担
う
た
め
の
留
学
生
教
育
が

　
お
　

必
要
だ
と
主
張
し
た
が
、
当
時
は
そ
の
考

え
に
至

っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

留
学
生

の
日
本
語
能
力
問
題
か
ら
官
立
学
校

で
の
教
育
を
拒
否
し
た
日
本
政
府

も
留
学
生
教
育

の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
か

っ
た
。

嘉
納
は
学
校
長
を
し
て
い
た
東
京
高
等
師
範
学
校
に
受
け
入
れ
ず
、
塾
程
度

の
受
け
入
れ
施
設

(以
下
嘉
納
塾
と
称
す
る
)
を
用
意
し
た
が
、
十
分
な
受
け

入
れ
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
、
留
学
生
教
育
を
始
め
る
こ
と
と

な
る
。

晴
れ
て
最
初

の
留
学
生

に
選
ば
れ
た
十
三
名
は
、
唐
寶
鍔

(十
九
歳
)
、
朱

光
忠

(
二
十
二
歳
)
、
胡
宗
瀛

(二
十
歳
)
、
戝
翼
輦

(十
九
歳
)、
馮
闊
謨

(
二

十
歳
)
、
呂
烈
輝

(十
八
歳
)
、
韓
壽
南

(
二
十
三
歳
)、
王
作
哲

(十
九
歳
)、
趙

同
頡

(十
九
歳
)
、
李
宗
澄

(十
八
歳
)
、
瞿
世
瑛

(十
八
歳
)
、
金
維
新

(十
八

　
ぬ
　

歳
)、
劉
麟

(十
八
歳
)
で
あ
る
。
年
齢
と
し
て
十
八
歳
が
五
名
と

一
番
多

い
こ

と
が
わ
か
る
。
先
行
研
究

で
は
瞿
世
瑛

で
は
な
く
呂
烈
煌
を
十
三
名
の
留
学
生

と
し
て
い
る
が
、
裕
庚
が
西
園
寺
に
送

っ
た
記
録
文
書

に
よ
れ
ば
瞿
世
瑛
は
、

　め
　

れ

っ
き
と
し
た
最
初
の
留
学
生
で
あ
る
。

十
三
名

の
留
学
生
は

一
八
九
六
年
六
月
三
十
日
に
嘉
納
治
五
郎
が
用
意
し
た

神
田
三
崎
町

一
丁
目
二
番
地
に
あ
る
学
校
兼
寄
宿
舎

で
あ
る
嘉
納
塾

に
送
入
さ

れ
た
。
し
か
し
、
同
年
十
月
、
韓
壽
南
、
王
作
哲
、
趙
同
頡
、
李
宗
澄
ら
四
名

　　

　

は
留
学
を
諦
め
帰
国
し
た
。
そ
の
理
由
は

「
疾
病

二
罹

リ
或

ハ
事
故

二
由
リ
已

　レ
　

ム

コ
ト

ヲ
得

ス
半

途

帰

國

ス

ル

モ

ノ

ア

リ
」

と

い
う

。

し

か

し
、

唐

寶

鍔

は

そ

の
理
由

を

、

第

一
は

日

本

の
子

供

か
ら

チ

ャ

ソ

チ

ャ

ン
坊

主

と

冷

や

か

さ

れ

た

　
　
　

こ
と
、
第

二
は
日
本
食
が

口
に
合
わ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

周
知

の
通
り
当
時

の
清
国
人

の
髪
型
は
辮
髪

で
あ

っ
た
。
子
供
達
が
冷
や
か
し

た
こ
と
は
髪
型
に
対
す
る
珍
し
さ
、
日
清
戦
争

の
勝
利
か
ら
の
優
越
感

に
よ
る

も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
家

の
選
抜
試
験

に
合
格
し
た

エ
リ
ー
ト
で
あ
る
彼

ら
に
と

っ
て
屈
辱
だ

っ
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
後
、
留
学
生

に
と

っ
て
辮
髪
は

大
き
な
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
辮
髪
を
切
る
こ
と
で
留
学
生
仲
間
に
嫌
わ
れ
た

り
、
監
督
官

に
官
費
を
止
め
ら
れ
帰
国
さ
せ
ら
れ
た
も

の
も

い
た
。

一
般

に
辮

髪
を
切
る
こ
と
は
清
朝
を
離
脱
す
る
意
思
表
示
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
魯
迅
の
短
編

の
登
場
人
物

は
、
「
僕
は
留
学
す
る
と
辮
髪
を
切

っ
た
。

別

に
深

い
わ
け
が
あ

っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
と

に
か
く
不
便

で
あ

っ
た

か

　
む
　

ら
だ
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
便
宜
的
な
理
由
で
切

っ
た
者
も
い
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、

一
九

一
〇
年
に
皇
帝
が
剪
髪
令
を
下
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見

が
朝
廷
内

に
現
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
資
政
院

に
於
い
て
も
盛

ん
に
議
論
さ

れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
辮
髪
を
切
る
こ
と
を
単
に
打
倒
清
朝

の
象
徴
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
。
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で
は
、
第

二
の
理
由

の
日
本
食
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
後

に
大
き
な
問
題
と
な

る
。
黄
尊
三

(早
稲
田
大
学
清
国
留
学
生
部
高
等
予
科
中
退
、
明
治
大
学
法
学
部
卒

業
、
帰
国
後
は
民
国
大
学
教
務
長
)
は
日
記

に
於

い
て

「夕
食
は
汁
と
卵
、
飯
も

小
さ
な
箱

に
盛
り
切
り
。
初

め
て
食
べ
て
み
る
と
、
具
合
が
悪

い
」
と
述
べ
て

　
　
　

い
る
。
ま
た
、
宏
文
学
院
教
授
で
あ

っ
た

三
矢
重
松

の
日
記
に
は
留
学
生
全
員

　
れ
　

が
朝
飯
を
食

べ
な
か

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
華
学
堂
に
於

い
て

　
お
　

は
賄
い
方

の
解
雇
運
動

に
ま
で
発
展
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
多
く
の
留
学
生
は
食

生
活
に
悩
ま
さ
れ
た
に
違

い
な

い
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
神
田
界
隈
に
は
、

続

々
と
中
華
料
理
店
が
出
現
し
て
く
る
。

現
在
も
神
田
に
あ

る

「漢
陽
楼
」

の
三
代
目
店
主
顧
定
源

に
よ
れ
ぽ
、
「
当

時
か
ら
中
華
丼
、
焼
き
そ
ぼ
、
肉
そ
ば
な
ど
と
い
う
日
本
風

の
メ
ニ
ュ
ー
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
名
前
は
中
華
丼

で
も
、
臓
物
料
理
が
載

せ
て
あ
る
丼

で
、

　お
　

や
は
り
日
本
人

の
口
に
は
な
か
な
か
あ
わ
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
」
と
い
う
。
ま

た
、

一
八
九
九
年

に
神
田
で
開
店
し
、
今

も
神
田
で

一
番
古

い
中
華
料
理
店
と

い
わ
れ
て
い
る
維
新
號
三
代
目
主
人
鄭
東
静

の
弟
で
あ
り
専
務
取
締
役
鄭
東
耀

　
ぬ
　

に
よ
れ
ぽ
、
「当
初
は
留
学
生
相
手

の
中
華
食
堂
で
あ

っ
た
」
と
い
う
。
し
た

が

っ
て
留
学
生
専
門
の
中
華
料
理
店
が
多

か

っ
た
と
い
え
る
。
東
京

に
続
々
と

出
現
し
た
中
華
料
理
店
に
対
し
、
日
本
人
は
ど
う
思

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
維

新
號
所
蔵
資
料

に
、
常
連
客

の
文
書
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
常
連
客

　
お
　

の
祖
父
は
明
治
か
ら
維
新
號

に
食
事
を
し

に
来
て
い
た
と
い
う
。
当
時
の
味
は

日
本
人

の
口
に
は
合
わ
な
か

っ
た
よ
う
だ
が
、
お
そ
ら
く
少
数
で
は
あ
る
が

一

応
は
日
本
人
も
中
華
料
理
を
食

べ
に
き

て
い
た
証
左
で
あ
る
。
維
新
號
の
開
祖

で
あ
る
鄭
餘
生
は
大
正
末
期
か
ら
日
本
女
子
大
で
家
庭
料
理
と
し
て
の
支
那
料

理
教
室
を
開

い
て
お
り
、
こ
の
時
期
か
ら
日
本

の
上
流
層
の
家
庭
料
理
に
中
華

　あ
　

料
理
が
広
ま

っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
日
本
化
し
た
中
華
料
理
が
こ
こ
に
誕
生
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後

の
日
本

の
食
文
化
に
も
影
響
を
与
え
た
に
違

い
な

い
。
こ
れ
は
留
学
生
が
き

っ
か
け
と
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
二
点
の
理
由
は
後

に
多
く
の
清
国
人
留
学
生
に
と

っ
て
大
き
な
問
題

と
な
る
が
、
十
三
名

の
留
学
生
来
日
に
於
い
て
早
く
も
生
じ
て
い
た
の
は
注
目

に
値
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

一
八
九
六
年
十
月
、
裕
庚
は
帰
国
し
た
四
名

の
留
学
生

の
代
わ
り
に
黄
滌
清

(
二
+
三
歳
)
と
呂
烈
煌

(+
六
歳
)

の
両
名
を
補
欠
留
学
生
と
し
て
派
遣
し
た

　
め
　

い
と
外
務
大
臣
大
隈
重
信
に
依
頼
、
日
本
側
は
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
し
か
し
、

黄
滌
清
は
病
気

の
た
め
来
日
で
き
ず
、
同
年
十
二
月
、
呂
烈
煌

の
み
が
嘉
納
治

　　
　

五
郎

の
下
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
呂
烈
煌

は
先
に
来
日
し
た
呂
烈
輝
の
弟

で
あ
る
。

一
般

に
は
十
三
名

の
留
学
生
だ
け
が
最
初

の
留
学
生
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
十
三
名

の
留
学
生

の
内
、
途
中
帰
国
し
た
四
名
を
補
う
た
め
に
補
欠

留
学
生

で
あ
る
呂
烈
煌
も
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
本
稿

で
は
組
織

的
留
学
生
派
遣

の
起
点
は
十
三
名
の
留
学
生
と
補
欠
留
学
生

一
名
と
す
る
。

で
は
、
嘉
納
治
五
郎

の
下
で
十
名
が
教
育
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
教

育
実
態
は
ど

の
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
論
じ
る
こ
と
に
し
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よ

う

。

3

留
学
教
育
実
態

資
料
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
嘉
納
塾

の
教
育
実
態
を
十
分
に
論
じ
る
こ

と
は
難
し
い
。
し
た
が

っ
て
現
存
し
て
い
る
資
料
並
び
に
文
献
か
ら
で
き
る
か

ぎ
り
論
じ
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
通
り
嘉
納
は
多
忙
を
理
由
に
直
接
教
育
を
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
監
督
兼
教
育
主
任
を
東
京
高
等
師
範
学
校
英
語
教
授

の
本
田
増
次
郎
に
命
じ

た
。
本
田
は
留
学
生
ら
と
起
居
を
共

に
し

て
留
学
生
教
育
を
行

っ
た
。
そ
の
他

　　
　

の
講
師
と
し
て
吉

田
彌
平
、
後
藤
胤
保
、
松
下
俊
雄

で
あ
る
。
唐
寶
鍔

の
証
言

　　
　

に
よ
れ
ぽ
、
日
本
語
担
当
は
本
田
、
後
藤

は
数
学

・
物
理
を
担
当
し
た
と
い
う
。

本
田
は
英
語
教
師
と
い
う
こ
と
で
日
本
語

教
育
を
任
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う

か
。
尚
、
後
藤
は
東
京
高
等
師
範
学
校

教
授

で
な
く
、
中
学

の
教
師
だ
と

　　
　

い
う
。

こ
う
し
て
十
名
の
留
学
生
の
三
年

間
に
及
ぶ
留
学
生
活
が
始
ま
る
こ
と

と
な
る
。

で
は
、
教
科
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
が
彼
ら
の
留
学
目
的

は
日
本

語
専
門
家

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
日
本
語
教
育
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
は
ず

で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
受
け
た
教
科

は
多
数
に
亘

っ
て
い
る
。
講
道
館

に
所
蔵

さ
れ

て
い
る
十
名

の
留
学
生

(胡
宗
瀛
、
唐
寶
鍔
、
金
維
新
、
瞿
世
瑛
、
劉
麟
、

呂
烈
輝
、
呂
烈
煌
、
朱
光
忠
、
戝
翼
輦
、
馮
闊
謨
)
の
各
教
科
の
答
案
用
紙
に
よ
れ

ば
、
「東
語

(日
本
語
)
」
「理
科
」
「算
術
」

「地
理
」
「歴
史
」
を
学
習
し
て
い

　　
　

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
以
外

に
も

「
英
語
」
「体
操
」
も
行

っ
て
い
た
と

　　
　

い
う
。
し
か
し
、
講
道
館
所
蔵

の
胡
宗
瀛

の
卒
業
証
書

に

「
日
本
語

ヲ
本
科
ト

シ
地
理
歴
史
數
學
理
科

ヲ
副
科

ト
セ
ル
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら

「英

語
」
は
お
そ
ら
く
教
育
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
「体
操
」
に
関
し

て
は
嘉
納

が
学
生
及
び
職
員

の
健
康

・
体
力

の
向
上
に
特

に
留
意
し
、
奨
励
し
て
い
た
こ

　
ム
　

と
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
尚
、
「
理
科
」
と

「体
操
」
は
東
京
高
等

　
あ
　

師
範
学
校

で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
三
崎
町
の
嘉
納
塾
校
舎

に
は
そ
の
実
験
道

具
や
施
設
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
以
上
か
ら
日
本
語
教
育
だ
け
で
な
く
普

通
学
も
教
育
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
〇
四
年

「奉
定
学
堂
章
程
」
発
布

か
ら
中
国
の
近
代
学
校
制
度
が
成
立

す
る
が
、
当
時

は
、
府
州
県
学
や
書
院
な
ど
各
種

の
教
育
機
関
が
科
挙
制

の
も

と
に
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
教
育
内
容
は
四
書
五
経

の
訓
詁
註
釈
及
び
八
股
文

の
作
成
を
中
心
と
し
た
古
典
教
育
が
中
心
で
あ

っ
た
。

横
山
健
堂
に
よ
れ
ば
相
当
な
学
者
と
称
す
べ
き
者
で
も
理
化
学
等

に
於
い
て

　が
　

は
小
学
の
児
童
も
同
じ
で
あ

っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
嘉
納
は
当

時
か
ら
普
通
学

の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
こ
れ
が
後

に
日

本
語
教
育
と
普
通
学
を
中
心
と
し
た
中
国
人
予
備
教
育
機
関
の
大
本
山
と
い
わ

れ
る
宏
文
学
院
を
創
設
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
嘉
納
塾
は
中
国
人
予

備
教
育

の
基
礎
を
築

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
見
の
明
が
あ

っ
た
と
評
価

し

て
よ
い
。

さ
て
、
嘉
納
塾

の
教
育
実
態
を
理
解
す
る
上

で
、
前
述
し
た
講
道
館
所
蔵

の
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留
学
生
十
名

の
答
案
用
紙
は
極

め
て
有
力

な
手
掛
か
り
と
な
る
。
試
験
実
施
日

は

「
算
術
」
と

「歴
史
」
と

「地
理
」
は

一
八
九
八
年
八
月

で
あ

る
。
「
東
文

(日
本
語
作
文
)」
は
課
題

の

一
つ
が

「歳
晩

述
懐
」
と
そ

の
内
容
か
ら

一
八
九

　
サ
　

七
年
十

二
月
末
、
ま
た
、
「理
科
」
は

一
八
九
八
年
七
月
と
推
測
で
き
る
。
試

　　
　

験
科
目
及
び
問
題
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

1

嘉
納
先
生
試
験

(日
本
語
)

嘉
納
治

五
郎
が
話
し
、
そ
の
大
意

を
書
か
せ
る
。
聴
解

・
ス
キ
、・・
ン

グ

・
作
文
能
力
を
測
る
。

2

東
文

(日
本
語
作
文
、
全
二
間
)

課
題

「歳
晩
述
懐
」
「新
年
を
賀
す

る
文
」

3

理
科

(全
七
間
)

一

蓮

ノ
葉
又

ハ
水
鳥

ノ
羽
等

二
水
ノ
滴

ル
ト
キ
轉

々
球
状

ヲ
ナ
シ
マ

ス
ワ
ケ
ヲ
解
ケ

ニ

堅
硬
性
受
展
性
應
抽
性

ノ
最

モ
高
キ
モ
ノ
各

一
ッ
ノ
品
名
ヲ
問

フ

三

淡
水

二
食
塩

ヲ
溶
解

ス
レ
バ
重
ク
ナ
リ

マ
ス
如
何

ナ
ル
ワ
ケ
デ

セ

ウ
四

水

ヨ
リ
モ
重
キ
固
体

ノ
比
重

ヲ
見
出
ス
仕
方

五

火
事
塲

ニ
ハ
何
故
力
其
近
傍

四
方

ヨ
リ
風

ノ
起

ル
モ
ノ
ナ
リ
其
ワ

ケ
ヲ
説
明
シ
ナ
サ
イ

六

ヒ
ー

ロ
ー
氏
噴
水
器
ノ
圖

七

兩
國
橋

ニ
テ
烟
花
ヲ
ア
ゲ
テ
居

ル
ヲ
御
茶

ノ
水
橋

ヨ
リ
見

マ
シ
タ

ニ
發
射

ノ
光

ヲ
見
テ
カ
ラ
五
秒
間

ス
ギ
テ
音

ヲ
聞
キ

マ
シ
タ
此

二
橋

ノ
距
離
何
程

4

算
術

(全
二
間
)

一

分
數
ヲ
分
數
デ
ワ
ル
方
法
ト
理
論
ト
ヲ
示

シ
ナ
サ
イ

ニ

或

ル
數

ヲ
九
デ
割

ル
コ
ト
ガ
出
來

ル
カ
出
來
ナ
イ
ヵ
ト
云
フ
コ
ト

ヲ
早
ク
知

ル
仕
方

ハ
如
何
デ

ス
カ
又
其

ノ
ワ
ケ

ハ
何
デ

ス
カ

5

地
理

(全
四
間
)

一

日
本

ノ
政
治
組
織

ヲ
述

べ
ヨ

ニ

北
海
道

ノ
重
ナ
ル
都
會
港
灣
及
ビ
物
産
記

セ

三

日
本
諸
州
ノ
氣
候
人
情
ノ
異
同
ヲ
叙
セ
ヨ

四

地
圖
指
點

6

歴
史

(全
三
問
)

一

日
本
ガ
西
洋
ト
商
賣
交
通

ス
ル
コ
ト
ノ
沿
革
ヲ
書
キ
ナ
サ
イ

ニ

憲
法
発
布

ノ
由
來
ヲ
述
べ
ナ
サ
イ

三

徳
川
光
圀

大
岡
忠
相

本
居
宣
長

林
子
平

大
久
保
利
通

此
ノ
人
人

ノ
オ
モ
ナ
事
跡

ヲ
記

シ
ナ
サ
イ

答
案
用
紙
は
解
答
だ
け
で
な
く
問
題
文
も
各
留
学
生
が
書

い
て
い
る
こ
と
が

　
み
　

特
徴

で
あ
る
。
教
師
が
問
題
を
口
頭
で
行

い
そ
れ
を
書
き
取

ら
せ
た
の
だ
。

「
理
科
」
は
基
礎
学
力
養
成
を
目
指
し
て
お
り
、
「地
理
」
と

「歴
史
」
は
日
本
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国
内
を
中
心
と
し
た
も

の
を
学
習
し
て
い
た
と

い
え
る
。
こ
れ
ら
試
験
内
容
か

ら
教
育
程
度
は
当
時

の
中
等
教
育
程
度
だ
と
わ
か
る
が
、
金
維
新

の

「歴
史
」

の
答
案
用
紙
に

「
日
本
小
學
校
史
談
試
験
」
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
や

「算

術
」

に
於
い
て
分
数
を
学
習
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
小
学
校
程
度

の
内
容
か
ら

学
習
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
使
用
教

科
書

の
断
定

は
出
来
な
い
が
、
お
そ

ら
く
多
く
は
日
本
国
内

の
学
校
教
育
で
使

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

答
案
用
紙
に
は
成
績
評
価
も
記
さ
れ
て

い
る
。
表
1
か
ら
平
均
点
が
最
も
高

表1試 験成績評価

唐寶鍔

朱光忠

胡宗瀛

員戈翼輦

馮閻謨

呂烈輝

金維新

瞿世瑛

劉 麟

呂烈煌

平均

東 文

85

85

67

75

80

75

72

答案用紙なし

答案用紙なし

75

76.8

理 科 算 術 地 理

908580

934070

722080

804060

755080

9510070

602050

答案用紙なし 答案用紙なし 答案用紙なし

804065

885060

81.449.468.3

歴 史

85

75

50

40

70

80

30

答案用紙なし

70

60

62.2

平 均

85

72.6

57.8

59

71

84

46.4

-

63.8

66.6

67.4

*講 道館所蔵「宏文学院関係記録文書」より酒井作成、小数点以下第二位を四捨

五入。尚「嘉納治五郎先生の試験」評価は記録されていない。瞿世瑛に関して
は厂嘉納治五郎先生の試験」答案用紙は現存しているが、その他の教科の答案

用紙は現存 していない。

い
の
が

「
理
科
」
で
あ
る
。

一
方
平
均
点
が
最
も
低
い
の
が

「算
術
」
で
あ

る
。

「算
術
」

は
他
教
科
と
比
べ
て
も
極
端
に
低

い
。
「算
術
」
の
平
均
点
が
極
端

に

低

い
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
最
低
点
で
あ
る
胡
宗
瀛

の
答
案

(
一
問
目
)
を

見

て
み
よ
う
。

分
數
(
マ
マ
)
ヲ
分
数

ニ
テ
ワ
ル
ト

ハ
或
分
数

ノ
分
母
ガ
其

ノ
分
数

ノ
分

母

二
同
ジ
ケ
レ
バ
即
チ
除
数

ヲ
被
除
数

二
顛
倒

シ
テ
ワ
ル
視
然

モ
若

シ
異

母
分
数

ニ
ア
ラ
バ
必
ズ
先

二
同
分
数

二
直

シ
テ
其
後
前

二
挙
ゲ
タ
ル
ガ
如

キ
方
法
ヲ
算
用

ス
ベ
シ

問
題
文
は
書
き
取
れ
て
い
る
が
そ
の
主
旨
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
金
維
新
の

「
理
科
」
の
答
案

に
も
同

様
に
見
ら
れ
る
。

　
れ
　

担
当
教
師
か
ら
嘉
納

に
提
出
し
た
意
見
書
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

学
生

ノ
始

メ
テ
算
術
ヲ
学

シ

バ
、
,昨

二
十
九
年
十
月

二
在
リ
。
(中
略
)

実

二
記
数

ヨ
リ
始

メ
テ
整
数

ノ
加
減
乗
除
四
法

二
至

ル
。
(中
略
)
其
皆

ノ
初
歩

ニ
シ
テ
、
未
ダ
十
分
熟
達

ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
。

思

っ
た
よ
り
も
学
習
効
果
が
出
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
八
九
八

　
ハ
　

年

の
彼
等

の
教
育
状
況
を
報
じ
る
記
事

に
よ
れ
ぽ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

197



最
初
少
し
も
邦
語
を
解
せ
ざ

る
彼
等

に
、
少
し
も
支
那
語
を
知
ら
ざ

る

教
師
が
邦
語
を
授
け
、
又
極

め
て
理
學
數
學
等
思
想

に
乏

し
き
彼
等

に

か
玉
る
學
科
を
授
く
る
に

つ
き
て
、
教
師

の
工
夫
苦
心
し
た
る
所
少
か
ら

ず
と
い
ふ
。

留
学
生

と
教
師
双
方

の
言
語

の
問
題
が

大
き
か

っ
た

の
だ
。
劉
麟

の

「
理

科
」

の
答
案
用
紙

に
は

「式

ハ
ヨ
ロ
シ
ケ
レ
モ
(
マ
マ
)
説
明
ガ
分
リ

マ
セ
ソ
」

と
採
点
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
が
書
か
れ
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
さ
ら
に
問
題
形

式
的
文
体
習
得

に
多
大
な
時
間
を
費
や
す
科
挙
制
教
育
の
、
論
理
的
思
考
を
必

要
と
す
る

「算
術
」
等

へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
嘉
納
も
こ
れ
に
つ
い
て
以

　ぬ
　

下

の

よ
う

に
述

べ

て

い
る

。

支
那
は
、
八
股
文
の
試
驗
を
以
て
人
才
登
用
の
唯

一
の
方
法
と
な
し
、

之

に
及
第

せ
し
も
の
を
以
て
教
育
の
結
果
あ
り
た
る
も

の
と
看
做
し
た
り
。

(中
略
)
其
學
べ
る
學

は
、
實
用

に
遠

き
死
學

に
し
て
、
其
修

め
た
る
業

は
適

々
人
間

の
精
神
上

の
發
達
を
妨

ぐ
る
に
過
ぎ
ず
。
其
試
驗

の
要
求
す

る
所

は
、
浩
瀚
な
る
書
籍
を
暗
記
す

る
に
あ
る
が
故

に
暗
記

の
力
は
非
常

に
發
達
す
れ
ど
も
、
之
と
共
に
計
畫
應
用
の
力
を
發
達

せ
し
む
る
こ
と
は

能

は
ず
、
(後
略
)

前
述
し
た
が
当
時
の
清
国
に
於
け
る
各
種
の
教
育
機
関
は
科
挙
制
の
も
と
に

存
続
し
、
科
挙
及
第

こ
そ
が
教
育
目
的
で
あ

っ
た
。
科
挙
が
問
う
能
力
は
基
本

的
に
二
つ
の
事
柄

で
あ
る
。

一
つ
は
定
型
的
な
詩
文
を
作
成
す
る
能
力

で
、
題

と
脚
韻
が
指
定
さ
れ
る
作
詩
題
、
そ
し
て
答
案

の
文
章
そ
の
も

の
が
、
字
数
に

し
て
も
構
成
に
し
て
も
韻
律
に
し
て
も
高
度
な
定
型
性
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
五
万
種
に
及
ぶ
漢
字
を
駆
使
し
、
様

々
な
典
故
を
踏
ま
え

つ
つ
定
型
性

の

要
求
を
満
た
す
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
も
う

一
つ
は
儒
教
経

書

の
知
識
で
あ
る
。
総
数
四
十
万
字
を
超
え
る
四
書
五
経
と
呼
ば
れ
る
儒
教
経

書
を

一
字

一
句
違
わ
ず
暗
誦
し
、
か
つ
朱
子
の
解
釈

に
基
い
て
そ
の
意
味
を
記

述
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
清
朝

に
と

っ
て
の
官
僚

は
皇
帝
を
補
佐
し
民

の

教
化
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
指
標
と
な
る
も

の
が
傑
出
し
た
文
化
能
力
と

道
徳
能
力
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
前
者

は
文
化
能
力
の
有
無
を
、
後
者
は
道
徳

的
能
力

の
有
無
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
暗
誦
が
基

本
教
育
で
あ

っ
た
留
学
生
ら
に
と

っ
て
論
理
的
思
考
を
必
要
と
す
る
科
目
は
未

知
な
も

の
で
あ
る
が
故
に
そ

の
教
育
効
果
が
な
か
な
か
出
な
か

っ
た
と
い
、兄
よ

う
。思

う
よ
う
に
学
習
効
果
が
出
な
い
悩
み
は
教
師
だ
け
で
は
な
い
。
胡
宗
瀛
は

「東
文
」
試
験

の
課
題

「歳
晩
述
懐
」
に
於

い
て

「教
師
は
熱
心

に
教
え
て
く

れ
る
が
そ
の
通
り
に
出
来
な

い
」
旨
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
留
学
生
も
悩
ん

で
い
た
の
だ
。

こ
れ
ら

の
答
案
用
紙

の
評
価

に
疑
問
が
残
る
。
「算
術
」
で
八
十
五
点

で
あ

っ
た
唐
寶
鍔

の
答
案

(
一
問
目
)
を
見
て
み
よ
う
。
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理

論

除

法

ハ
乗

数

ト

反

樹

デ

例

ヘ
バ

7

8

÷
4
一9

ト

云

フ
問

題

ナ

ラ
バ

コ

レ

ハ
商

二
除

数

ヲ
乗

ケ

レ
。ハ
被

除

数

ガ

出

マ

ス

カ

ラ

4
冖9

ハ
即

チ
商

ノ

4

9

デ

商

ノ
4

9

ハ
即

チ

7

8

デ

ス

ソ

レ
故

⊥

9

ハ
4

9

ヲ

四

　

　

倍

少

ナ

ク

シ

タ

ノ
デ

即

チ

7

×
デ

7

×

ノ

9
倍

ハ
即

チ

7

8

×

9
一4

デ

8

8

ス

は
た
し
て
こ
れ
が
評
価
通
り
の
解
答
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
採
点

・
評
価
基

準
が
は

っ
き
り
し
て
い
な
か

っ
た
の
だ
。

ま
た
前
述
し
た
担
当
教
師
か
ら
嘉
納

に
提
出
し
た
意
見
書

に
よ
れ
ば

「今
回
ノ
試
験
問
題

ハ
務

メ
テ
平
易

ナ
ル
モ
ノ

　
ゐ
　

ヲ
択
ビ
タ
レ
バ
、
其

ノ
成
績

ハ
少

シ
ク
実
力

ヨ
リ
美
ナ
ル
ニ
過
グ
」
と
い
う
。

し
た
が

っ
て
、
全
教
科

の
成
績
評
価

に
よ

っ
て
そ
の
学
習
効
果
を
判
断
す
る
こ

と
は
早
計
で
あ
る
と

い
え
る
。

留
学
生

の
日
本
語
教
育

は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
前
述
し
た

一
八
九

八
年

　
　
　

の
彼
等

の
教
育
状
況
を
報
じ
る
記
事

に
よ
れ
ぽ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

過
る
二
年
間
は
日
本
語
學
に
重
き
を
置
き
、
傍
ら
普
通
學

の
初
歩
を
授

く
る
方
針
を
採
り
た
る
に
、
最
早
通
常
の
談
話

に
差
支
な
く
、
新
聞
雑
誌

も
略
ぽ
之
を
解
し
、
書
簡
文
普
通
文

も

一
と
通
り
は
綴
り
得
る
に
至
り
た

れ
ば
、
こ
れ
よ
り
在
る
も
の
は
直
に
専
門
の
學
校

に
通
學
す
る
こ
と
玉
な

る
べ
く
、
在
る
も
の
は
他

の
専
門

の
學
科
を
修
む
る
豫
備
と
し
て
、
英
語
、

數
學
、
理
化
博
物
學
、
地
理
、
歴
史
等
を
修
む
る
こ
と
瓦
な
る
べ
し
。

二
年
間
は
日
本
語
教
育
中
心
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
所
謂
四
技

能

(聞
く
、
話
す
、
読
む
、
書
く
)

の
バ

ラ
ン
ス
が

い
い
と
い
う
。
留
学
生

の
答

案
用
紙
を
見
る
と
問
題
文
が
正
し
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「聞
く
」
能
力

は
相
当
あ
る
と

い

っ
て
よ
い
。
「東
学
」
が
最
低
点

で
あ

る
胡
宗
瀛

の
答
案

(課
題

「歳
晩
述
懐
」)
を
見
て
み
よ
う
。

メ
バ
タ
ク

一
年
半

ニ
ナ
リ

マ
シ
タ

一
年
半

ニ
ナ
リ

マ
シ
タ

コ
レ
マ
デ
諸

先
生
ノ
御
熱
心
デ
種

々
ノ
學
問
ヲ
教

ヘ
ナ
ス
ッ
テ
呉
レ
マ
シ
タ
ノ

ハ
実

二

有
難
イ

コ
ト
デ
ゴ
ザ
リ

マ
ス

(後
略
)
(太
字
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
)

傍
線
に
試
験
採
点
者

の
直
し
が

「
呉
号
下

サ
」
と
入

っ
て
い
る
。
待
遇
表
現

に
関
す
る
間
違
い
で
あ
る
。
上
級
学
習
者
で
よ
う
や
く
待
遇
表
現
が
定
着
し
て

く
る
。
ま
た
初
級

レ
ベ
ル
の
間
違

い
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
中
級

レ
ベ
ル
で
あ

ろ
う
と
推
測

で
き
る
。

次
に

「東
学
」
が
最
高
点
で
あ
る
唐
寶
鍔

の
答
案

(課
題

「歳
晩
述
懐
」)
を

見
て
み
よ
う
。

人

ハ
年
暮

ニ
ナ
ル
ト
心
配
ス
ル
モ
ノ

ハ
小
供
や
相
應

ニ
ク
ラ
ス
コ
ト
ガ

出
來

ル
若
イ
人
デ
ア
リ

マ
セ
ウ
ナ
ゼ
ト
云

フ
ト
小
供
新
年

ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ

好
ム
バ
カ
リ
デ

ス
カ
ラ
勿
論
心
配
ガ
ナ
ク
又
若
イ
人

ハ
モ
一
ッ
ノ
年
ヲ
取

リ
テ
モ

マ
ダ
老
人

ニ
ナ
リ

マ
セ
ソ
カ
ラ

コ
レ
モ
心
配
ガ
ナ
イ

(後
略
)
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傍
線

に
試
験
採
点
者

の
直

し
が
そ
れ
ぞ
れ

「
ナ
ル
ト
母
ナ
ッ
テ
モ
」
「
ス
ル

O

シ
ナ
イ
」
「人
O
人
タ
チ
」
と
入

っ
て
い
る
。
文

の
ね
じ
れ
か
ら

の
誤
答

で

あ
る
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
初
級

レ
ベ

ル
の
間
違

い
が
な
い
こ
と
、
接
続
詞

の
運
用
力
か
ら
上
級
前
半

レ
ベ
ル
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く

「東
学
」
が
最
高
点

で
あ
る
朱
光
忠
の
答
案

(課
題

「歳
晩
述
懐
」
)

を
見
て
み
よ
う
。

私

ハ
故

郷

二
居

リ

マ
シ

タ

ト

キ
年

ノ
暮

ニ
ナ

リ

マ

シ
タ

ナ

ラ
年

毎

日
詩

ヲ
作

リ

タ

リ
酒

ヲ
飲

ン
ダ

リ

シ
テ

居

リ

マ

シ
タ

ナ

ゼ

ソ

ウ

ユ
風

ニ

シ

マ
シ

タ

カ

ト

云

ヘ
バ

人

間

ガ

世

二
中

二
居

ル
ト

キ

ハ
極

ク
短

ヵ

イ

デ

ス
カ

ラ
猥

一二

歳

ヲ
取

リ

マ
シ
タ

ラ
大

ヘ
ソ
悲

シ
イ

コ
ト
デ

ス
ト
思

ヒ

マ

ス
夫

デ

詩

ヲ
作

タ

リ

酒

ヲ
飲

ソ
ダ

リ

ス

ル

コ
ト

ハ
悲

シ
イ

心

ヲ
慰

メ

ル
唯

一
ノ
方

法

デ

カ

ラ
デ

ス

下
線

に
試
験
採
点
者

の
直

し
が
そ
れ
ぞ

れ

「年
O
削
除
」
「作

リ
母
作

ッ
」

「
ユ
[▽
ユ
ウ
」
「
二
母

ノ
」
「
タ
母
タ
ナ
」
「
マ
ス
夫
デ
母

マ
シ
テ
夫

レ
デ
」
「作

タ
リ
O
作

ッ
タ
リ
」
「デ
号
デ

ス
ト
思

ヒ

マ
シ
タ
」
入

っ
て
い
る
。
活
用
、
長

音
、
語
彙
の
初
級

レ
ベ
ル
の
誤
答
が
多

い
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
に
唐
寶
鍔
と
同

じ
評
価
を
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

以
上
か
ら
評
価
基
準
が
非
常

に
曖
昧

に
な

っ
て
い
る
が
、
留
学
生

の
日
本
語

能
力
は
中
級
か
ら
上
級
前
半

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
学
習
期
間
か
ら
考
え
て
着

実
に
学
習
効
果
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

前
述
し
た
通
り
留
学
生
と
教
師
の
言
語

の
問
題
は
大
き
か

っ
た
が
、
日
本
語

教
育

の
教
授
法
は
ど
の
よ
う
に
行

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時

の
教
授
法

　お
　

の
手
掛
り
と
な
る
講
道
館
所
蔵
の
宏
文
学
院
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

発
音
と
語
調
を
正
確
に
、
ま
た
流
麗
に
さ
せ
る
た
め
日
本
人
小
学
生
に
対
す
る

読
本
教
授
法
を
参
考
に
し
て
い
た
と

い
う
。
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
も
述
べ
て
い

る
。

日
本
語
檐
当
以
外

ノ
諸
教
員
ト
協
力
同
調

シ
テ
生
徒

ノ
發
音
及
ビ
語
調

ノ
不
完
全
ナ
ル
箇
所

ヲ
怠

ラ
ズ
矯
制

セ
シ
ム
ベ
キ
事

(中
略
)
概

シ
テ
日

本
語
檐
当
外
ノ
教
員

二
於
テ

ハ
、
自
分

ヨ
リ
生
徒
ノ
理
解
力
ヲ
杞
憂

シ
テ
、

片
言

ヲ
用

フ
ル
ノ
弊

ハ
支
那
学
生
教
育

二
従
事

ス
ル
者

ノ
通
弊
也
。
此
際

教
員

一
般

二
打
合
セ
テ
鴃
舌
的
日
本
語

ヲ
用
ビ
ザ

ル
様
注
意

ス
ル
ノ
必
要

ア
ル
ベ
シ

他

科

目

と

の
協

力

態

勢

に

よ

っ
て

日
本

語

能

力

向

上

を

図

っ
て

い
た

こ
と

が

わ

か

る

。

他

科

目

の
教

師

は

フ

ォ

リ

ナ

ー

ト

ー

ク

や

テ

ィ

ー

チ

ャ
ー

ト

ー

ク

で

　が
　

教
育
す
る
の
は
無
理
も
な

い
が
、
教
室
内

の
日
本
語
教
育
だ
け
で
は
学
習
効
果

が
な
か
な
か
出
な
い
と
感
じ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
当
時
は
日
本
語
教
授
法
が

体
系
化
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
が
、
早
く
も
他
科
目
教
師
と
の
提
携
を
し

て
い
た
の
だ
。
時
代
を
超
え
た
普
遍
性
を
持

つ
予
備
教
育
機
関
と
し
て
の
教
育
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方
法
を
こ
の
時
点
で
編
み
出
し
て
い
た
の
は
注
目
に
値
す
る
。

4

留
学
生
教
育
効
果

一
八
九
九
年

六
月
、
三
年
間

の
留
学
教
育
が
修
了
し
た
。
十
名
全
員
が
卒
業

で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
残
念
な
が
ら
正
式
記
録
と
し
て
の
卒
業
生
数

の
記
録

　ゲ
　

は
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
『國
士
』
第

二
十

一
号

に
よ
れ
ば
そ

の
数

六
名
、

　
が
　

さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う
に
よ
れ
ぽ
七
名

で
あ
る
。
卒
業
生
数
七
名

に
つ
い
て
さ

ね
と
う
は

一
九
三
九
年
に
唐
寶
鍔
か
ら
直

接
聞
い
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
遅
れ

て
入
学
し
た
補
欠
留
学
生

の
呂
烈
煌
が
六
名
と

一
緒

に
卒
業
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
だ
調
査
研
究

の
余
地
が
あ

る
が
本
稿

で
は
、
卒
業
生
数
七
名
と

　
ゆ
　

す
る
。
留
学
生

の
名
前
と
進
路
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

唐
寶
鍔

臼
首
席

で
卒
業
、
長
崎
領
事
館

副
領
事
事
務
取
扱
。

一
九
〇

一
年
東

京
公
使
館
詰
め
と
な
り
宏
文

学
院
講
師
を
勤
め
る
か
た
わ
ら
東
京

専
門
学
校
進
学
。
卒
業
後
早
稲
田
大
学
法
科
進
学
。

一
九
〇
五
年

同
校
卒
業
後
帰
国
、
科
挙
進

士
に
及
第
。
皇
族
載
沢
殿
下
が
出
洋

政
治
視
察
大
臣
と
し
て
来
日

の
際
、
随
行
員
に
命
じ
ら
れ
、
明
治

天
皇

に
謁
見
勲
五
等
に
叙
せ
ら
れ
る
。

一
九

一
〇
年

に
陸
軍
刑
法

起
草
、
北
京

・
天
津
に
法
律
事
務
所
開
設
、
弁
護
士
会
長
を
務
む
。

朱
光
忠

N
四
川
省

の
候
補
道
台
。
そ
の
後
、
奉
天
鉄
嶺
の
交
渉
員
。

胡
宗
瀛

"
東
京
専
門
学
校
進
学
。
卒
業
後
東
京
農
学
校
進
学
。
科
挙
進
士
に

及
第
。
満
州
国
財
政
部
。
満
州
国
の
鉱
山
会
社
理
事
。

戝
翼
輦

u
東
京
専
門
学
校
進
学
。
卒
業
後
早
稲
田
大
学
政
科
進
学
。
科
挙
進

士
に
及
第
。

一
九
〇
〇
年
、
唐
寶
鍔
と
共
著

で
日
本
語
教
科
書

『東
語
正
規
』
を
出
版
。
日
本
書
籍
翻
訳
出
版
社
設
立
。
下
田
歌

子
と
共
同
で
上
海
に
出
洋
学
生
編
集
所
設
立
。
同
年
、
変
法
思
想

の
唐
才
常

の
蜂
起
に
参
加
。

一
九
〇
八
年
、
西
太
后
が
光
緒
帝
を

廃
す
る
際
、
新
聞
記
者
を
呼
び
批
判
会
見
し
よ
う
と
し
た
た
め
湖

北
省
に
帰
さ
れ
た
が
湖
北
省
官
職
に
就
く
。

呂
烈
煌

日
外
務
部
通
訳
官
、
後
に
課
長
。

馮
闍
謨

日
北
京
の
師
範
学
校
の
通
訳
。
陸
軍
学
校
通
訳
助
教
、
後

に
主
事
。

呂
烈
輝

H
高
等
判
事
、
学
校
教
授
。

当
初

の
清
国
側

の
留
学
目
的
は
日
本
語
専
門
家
養
成
で
あ

っ
た
。
留
学
生
全

員
が
そ

の
職

に
就

い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
が
卒
業
生
四
名
は
日
本
語
関
係

に

携
わ

っ
て
い
る
。
特
に
唐
寶
鍔
と
戝
翼
輦

は
、
画
期
的
な
日
本
語
教
科
書

『東

　　
　

語
正
規
』
を
出
版
、
そ
の
後

の
中
国
人
留
学
生

の
日
本
語
教
育
に
大
き
な
貢
献

を
し
た
。

ほ
と
ん
ど

の
留
学
生
が
高

い
地
位
に
就

い
て
い
る
。
特
に
唐
寶
鍔
、
胡
宗
瀛
、

俄
翼
輦
は
進
士
に
及
第
し
て
い
る
。
暗
記
中
心

の
科
挙
制
度
下
に
於
け
る
試
験

制
度

で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
進
士

に
及
第
し
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
は
科

挙
制
度
の
改
革
が
あ

っ
た
。
清
国
は
近
代
産
業
を
興
す
た
め
に
は
、
も
は
や
官
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人
登
用
ロ
科
挙
を
改
革
し
旧
来

の
科
挙
制
度
そ
の
も

の
を
全
面
廃
止
し
な
け
れ

ば
対
応
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇

一
年
、
科
挙
試
験

の
改
革

で
あ
る

所
謂

「
八
股
取
士
の
法
」

の
廃
止
、
同
年
、
張
之
洞

の

「
鼓
励
遊
学
章
程
」
、

翌
年

に
は

「考
験
出
洋
畢
業
生
章
程
」

で
選
考
規
則
が
定
め
ら
れ
、
帰
国
留
学

生

に
対
し
留
学
生
登
用
試
験
を
行
い
合
格

者
に
対
し
て
は
在
外
年
数
と
学
校

の

程
度
を
斟
酌
し
て
進
士

・
挙
人
号
と
官
職

が
授
与
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
第

一
回
留
学
生
登
用
試
験
は

一
九
〇
五
年

に
行
わ
れ
た
。
唐
寶
鍔
、
胡
宗
瀛
、
戝

　ゼ
　

翼
輦
は
こ
の
第

一
回
留
学
生
登
用
試
験
を
受
験
し
た
の
で
あ
る
。
試
験
内
容
は

「国
際
公
法
問
題
」
、
「
訴
訟
法
問
題
」、
「財

政
問
題
」
、
「機
械
学
問
題
」
、
「化

　
ロ
　

学
問
題
」
、
「経
史
問
題
」

で
あ
る
。
資
料

の
関
係
上
、
「経
史
問
題
」
は
ど

の

よ
う
な
内
容

で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が

、
そ

の
他

の
試
験
内
容

は
、
嘉
納
塾

で
行
わ
れ
た

「普
通
学
」
、
高
等
教
育
機
関

レ
ベ
ル
を
修
学

で
き

て
い
れ
ば
十

分
に
解
け
る
問
題
で
あ
る
。
第

一
回
留
学
生
登
用
試
験
に
於

い
て
日
本
留
学
生

　
お
　

は
十
四
名
受
験
し
て
い
る
。
『東
京
朝
日
新

聞
』

一
九
〇
五
年
七
月
十

一
日
二

面
に
よ
れ
ば

八
名
に
進
士
を
五
名
に
挙
人
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
日

本
留
学
評
価
を
高
め
た
要
因
の

一
つ
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
八
九
六
年
派
遣

の
留
学
生

の
卒
業
直
後
で
あ
る

一
八
九
九
年
十
月
十

二
日

に
嘉
納
は
清
国
皇
帝
よ
り
贈
与
さ
れ
た
第

二
等
第
三
雙
龍
宝
星
を
受
領
し
佩
用

　
ほ
　

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
清

国
国
家
か
ら
嚆
矢

の
留
学
生
教
育
を

認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

一
九
〇
二
年
か
ら
清
国
政
府
は
嘉
納

に
行
政

・
教
育
等

の
従
事
者
に
対
す
る
資
質
向
上
を
目
指
す
た
め
に
速
成
教
育

を
大
量
に
依
頼
す
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
そ
の
後

の
日
本
語
専
門
家
だ
け
で

な
く
近
代
化
を
図
る
た
め
の
留
学
生
派
遣

へ
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
き

っ
か

け
は
張
之
洞

の

『勧
学
編
』
や
姚
錫
光

の

『東
瀛
学
校
挙
外
』
等

の
出
版
物
、

清
国

へ
直
接
日
本
留
学
を
働
き
か
け
た
清
国
駐
剳
公
使
矢
野
文
雄
や
参
謀
本
部

の
福
島
安
正
等
、
数
多
く
考
え
ら
れ
る
が
、

一
八
九
六
年
派
遣

の
十
三
名

の
留

学
生
と
補
欠
留
学
生

一
名

の
留
学
生
教
育
効
果
も
そ
の
き

っ
か
け
の

一
つ
と
な

っ
た
と
い
え
よ
う
o

嘉
納
は
卒
業
式
に

「諸
子
は
年
月
日
の
割
合
に
は
、
良
好
な
る
成
蹟
を
得
ら

れ
、
又
修
學
中
品
行
方
正

に
し
て
、
能
く
學
生
た
る
の
本
分
を
守
り
た
り
。

　
あ
　

(中
略
)
誠

に
予
の
滿
足

に
思
ふ
所
な
り
」
と
述
べ
、
留
学
生
を
称
え
る
と
共

に
そ
の
留
学
成
果
を
評
価
し
て
い
る
。

で
は
、
留
学
の
主
役
で
あ
る
卒
業
生

は
ど
の
よ
う
に
思

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

卒
業
生
総
代
と
し
て
戝
翼
輦
は
以
下

の
答
辞
を
行
な

っ
た
。

(前
略
)
先
生

ノ
正
大
ナ
ル
議
論

ヲ
聽
タ
ル
ガ
故

二
、
我
等

ノ
腦
漿

二
浸
淫

シ
、
三
年
前
ノ
思
想

二
比
較

ス
レ
バ
、
眞

二
別
人
ノ
如
キ
ナ
リ
、
鳴
呼
善
イ

哉
先
生

ノ
教
育
我
等
能

ク
感
奮

セ
ザ
ル
可
ケ
ソ
ヤ
。

(中
略
)
若

シ
先
生

ノ
徳

ヲ
以
テ
諸
般
ノ
檠
政

ヲ
改
革

シ
、
支
那

ヲ
第

二
新

世
界

二
造

ラ
シ
メ
、
他
ノ
文
明
諸
國
ト
相
馳
騁

シ
テ
敗

セ
ザ
ル
ヲ
得
バ
、
即

チ
先
生

二
酬

ユ
ル
所
以
ナ
リ

(後
略
)
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留
学
生
自
身
も
留
学
教
育

に
よ
る
思
想
変
化
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
母
国
改
革
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
後

の
留
学
生
ら
に
受
け
継
が
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
清
国
政
府
、
受
け

入
れ
機
関
、
留
学
生
こ
れ
ら
三
者

の
満
足

し
た
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

5

結
語

一
般

に
国
家
再
建

の
た
め
実
用
的
な
西
洋
学
を
学
ぶ
目
的

で
清
国
政
府
は
日

本
留
学
を
開
始
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
組
織
的
中
国
人
日
本
留
学
生

の
始
ま
り
で
あ
る
十
四
名

の
留
学
目
的
は
日
本
語
専
門
家
、

つ
ま
り
通
訳
官
養

成
で
あ

っ
た
。
日
本
は

「
富
国
強
兵
」
「
脱
亞
欧
入
」

の
も
と
留
学
は
欧
米

に

派
遣
す
る
こ
と
で
あ
り
受
け
入
れ
る
こ
と

の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
留
学
生
教
育
を
依
頼
さ
れ
た
嘉
納

治
五
郎
は
受
け
入
れ
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
十
四
名
を
受
け
入

れ
た
の
で
あ
る
。
言
語
と
科
挙
制
度
教
育

の
弊
害
か
ら
留
学
生
と
教
師
双
方

の

手
探
り
に
よ
る
教
育
で
あ
り
、
教
育
程
度

は
小
学
か
ら
中
学
程
度

で
あ

っ
た
。

全
員
が
卒
業
で
き
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
清
国
政
府
、
受
け
入
れ
教
育
機
関

の

嘉
納
、
留
学
生
は
満
足
し
て
お
り
、
ま
た
留
学
生

の
卒
業
後

の
活
躍
ぶ
り
は
目

み
は

を
瞠
る
も

の
が
あ

る
。
こ
の
結
果
、
清
国
皇
帝
は
嘉
納

に
勲
章
を
授
与

し
た
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
の
後

は
周
知

の
通
り
清
国
国
内
で
日
本
留
学
ブ
ー
ム
が
生
じ
る
。

彼
等
十
四
名
に
対
す
る
留
学
生
教
育

の
成
功
も
そ
の
き

っ
か
け

の
一
つ
と
な

っ

た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
留
学
教
育
成
果
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
残
す

こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
大
き
く
二
点
で
あ
る
。

第

一
に
日
本
語
教
育
と
普
通
学
を
中
心
と
す
る
留
学
生
予
備
教
育

の
発
展
で

あ
る
。
唐
寶
鍔
と
戝
翼
輦
等

の
よ
う
に
留
学
生
に
よ
る
日
本
語
教
育

の
貢
献
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
松
本
亀
次
郎
、
松
下
大
三
郎
な
ど
現
場
で
留
学
生
か
ら

の
鋭

い
質
問
に
触
発
さ
れ

ヒ
ソ
ト
を
得
、
日
本
語
教
育

の
実
践
を
積
み
重
ね
る

こ
と
に
よ

っ
て
日
本
語
文
法
研
究
、
日
本
語
教
育

の
発
展

に
繋
が

っ
た
の
で

　
　
　

あ
る
。

留
学
生

の
増
加
に
伴

っ
て
受
け
入
れ
教
育
機
関
も
次

々
と
創
設
す
る
。
特

に

　
　
　

嘉
納

の
宏
文
学
院
は
中
国
人
留
学
生
教
育
の
大
本
山
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
教
育

機
関
は
日
本
語
教
育
と
普
通
学
を
中
心
と
し
た
予
備
教
育
を
行

っ
て
い
た
が

こ

の
礎
を
築

い
た
の
は
嘉
納
塾
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
国
策
と
し
て
の
留
学
生
教
育
観
で
あ
る
。
当
初
、
嘉
納
は
国
策
上
留

学
生
教
育

の
意
義
を
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
唐
寶
鍔
ら
卒
業
生

に
対
し

「然
れ

ど
も
諸
子
は
決
し
て
之
に
甘
ん
ぜ
ず

に
し
て
、
更

に
習
得
し
た
る
日
本
語
を
以

て
、
各
種

の
學
術
を
研
究
し
、
今
日
の
新
知
識
を
得
ざ

る
可
か
ら
ず
、
今
や
東

洋
多
事
な
る
の
際
、
諸
子
は
益
々
自
愛
し
て
大
清
國
の
為
に
、
将
た
東
洋

の
平

　の
　

和
と
隆
盛

の
為

に
盡
力
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
後
に

嘉
納
が
主
張
す
る
中
国
人
留
学
生
教
育
が

「清
国
保
全
」
「唇
歯
輔
車
」
を
柱

と
す
る
日
中
関
係
と
東
ア
ジ
ア
の
平
和
に
寄
与
す
る
と
い
う
留
学
生
教
育
の
根

本
的
思
想
に
繋
が
り
、
国
内
外

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
清
国
政
府
も
日
本

留
学
が
国
家
再
建

に
と

っ
て
重
要
な
も

の
と
認
め

一
九
〇
二
年
以
降
か
ら
留
学
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注(1
)

細
野

(
一
九
九

一
)
に
よ
れ
ぽ

一
八
八
八
年
三
月
五
日
に
中
村
敬
宇
の
同

人
社
に
入
学
し
た
張
文
成
が
最
初
の
中
国
人
留
学
生
と
い
う
。
厳
安
生

(
一
九

九

一
)
に
よ
れ
ぽ

一
八
九
〇
年
六
月
に
駐
日
公
使
館
随
行
員

(通
訳
養
成
目
的
)

の
形
で
、
段
芝
貴
、
李
鳳
年
ら
七
名
が
最
初
だ
と
い
う
。

(2
)

主
な
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

・
松
本
亀
次
郎

『中
華
五
十
日
游
記
附

中
華
留
學
生
教
育
小
史

・
中
華
教
育

視
察
紀
要
』
東
亜
書
房

一
九
三

一
年

・
実
藤
恵
秀

『中
国
人
留
学
史
稿
』
日
華
学
会

一
九
三
九
年

・
さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う

『増
補

中
国
人
日
本
留
学
史
』
く
ろ
し
お
出
版
社

一
九
七
〇
年

・
二
見
剛
史

「戦
前
日
本
に
お
け
る
中
国
人
留
学
生
予
備
教
育
の
成
立
と
展
開
」

『国
立
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
九
十
四
集

一
九
七
八
年

・
阿
部
洋

『中
国
の
近
代
教
育
と
明
治

日
本
』
福
村
出
版

一
九
九
〇
年

(3
)

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵

『在
本
邦
清
國
留
學
生
関
係
雑
纂

陸
軍
学
生

派
遣
先
の
主
流
を
日
本
と
し
、
国
を
挙
げ

て
の
日
本
留
学
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
留
学
生
ら
の
国
家
観
も
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
清
国
政
府
自
ら
の
近
代
化
を
留
学
生
か
ら
皮
肉
に
も

「革
命
」
と
い
う
形
で

迫
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
れ
ら
に
至

っ
た
の
は
全

て
十

四
名

の
清
国
人
留
学
生
が
き

っ
か
け

な
の
で
あ
る
。

　 　 ノへ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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一八九六年中国人日本留学生派遣 ・受け入れ経緯 とその留学生教育

(16
)

注

(
3
)
前
掲
書

(17
)

講
道
館
所
蔵

「宏
文
学
院
関
係
記
録
文
書
」

(18
)

実
藤
恵
秀

『近
代
日
支
文
化
論
』
大
東
出
版
社

一
九
四

一
年

一
八
五

頁
(19
)

厳
安
生

『
日
本
留
学
精
神
史

近
代
中
国
知
識
人

の
軌
跡
』
岩
波
書
店

一
九
九

一
年

一
二
八
ー

=

一九
頁

(20
)

黄
尊
三
著
、
さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う

・
佐
藤
三
郎
訳

『清
国
人
日
本
留

学
日
記

一
九
〇
五
i

一
九

一
二
年
』
東
方
書
店

一
九
八
六
年

二
九
頁

(21
)

横
山
健
堂

『嘉
納
治
五
郎
大
系

嘉
納
治
五
郎
伝
』
第
十

一
巻

本
の
友

社

一
九
八
八
年

一
七
二
頁

(22
)

さ
ね
と
う
け
い
し
ゅ
う

『中
国
留
学
生
史
談
』
第

一
書
房

一
九
八

一
・

九
五
頁

(23
)

矢
吹
晋
編
、
鈴
木
博
訳

『周
恩
来

『十
九
歳
の
東
京
日
記
』

一
九

一
八
。

一
・
一
～
十
二
・
二
十
三
』
小
学
館
文
庫

一
九
九
九
年

三
九
-
四
〇
頁

(
24
)

二
〇
〇
四
年
十
二
月

一
日
に
行
っ
た
、
筆
者
の
鄭
東
耀
氏
に
対
す
る
聞
き

取
り
調
査
よ
り
。

祖
父
の
鄭
餘
生
が
紹
興
か
ら
来
日
し
、

一
八
九
九
年
、
中
国
人
留
学
生
相
手

の
中
華
料
理
食
堂
を
神
田
で
開
店
し
た
。
店
名
は
付
近
に
下
宿
し
て
い
た
中
国

人
留
学
生
に
よ
っ
て
、
日
本
の
明
治
維
新
に
学
ん
で
祖
国
を
再
建
し
た
い
と
い

う
願
い
を
込
め
命
名
さ
れ
た
。
二
代
目

の
父
鄭
勇
昌
か
ら
高
級
中
華
料
理
志
向

と
な
り
日
中
の
高
官
、
商
社
員
が
来
店
し
た
と
い
う
。
現
在
は
銀
座
、
赤
坂
な

ど
四
店
舗
を
開
業
中
で
あ
る
。

維
新
號
で
は
留
学
生
ら
の
会
議
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に

一
九

一
八
年
五
月

六
日
、
維
新
號
に
於
い
て
宴
会
を
名
目
に
会
議
を
行

っ
て
い
た
留
学
生
ら
が
日

本

の
官

憲

に
検

挙

さ

れ

た
所
謂

「
維

新
號

検

挙

事
件

」

と

し

て
中

国

人
留

学

生

史

に
と

っ
て
重

要

で
あ

る
。

こ

れ

は
日
華

共

同
防

敵
協

定

に
対

し

一
斉
帰

国

し

反

対
す

る

た

め

の
会

議

で
あ

っ
た
。
東

京

日

日
新

聞

一
九

一
八
年

五
月

七

日

に

よ
れ
ば

検
挙

さ
れ

た
留

学

生

は
帝

大
、
高

工
、
早

大

、
明

大
、

そ

の
他

都

下

の

各
校

に
あ

る
官
私

費

生

で
あ

っ
た
。

そ

の
中

で
湖

南
省

出

身

の
女

子

高
師

卒
業

予
定

の
女

子

学
生

二
名
も

い
た

と

い
う
。

鄭
東

耀

氏
が

父

鄭
勇

昌

か
ら
聞

い
た

話

に
よ

れ
ぽ
官

憲
が

踏

み
込

ん
だ

と
き

厨

房

に
逃
げ

て
き

た
留

学

生

に

コ

ッ
ク

服

を
着

せ
匿

っ
た

と

い
う

。

(
25
)

維

新

號
所

蔵
記

録

(
26
)

『
家
庭

週
報

』
第

七

五
〇
号

付
録

一
九

二
四
年

六
月

二
十

四
日

に

よ
れ
ば
来

客
料

理

と

し

て

の
家

庭
料

理

講

習
会

で
あ

り
、
講

習
内

容

は
日
本

料

理
、

西
洋

料
理

、
支

那
料

理

で
あ

っ
た
。

維
新

號

開
祖

鄭

餘
生

は
同
年

七
月

二
十

日
と

二

十

二
日

に
助

手

十
数
名

を
伴

っ
て
講
義

を
行

っ
た
。

(
27
)

注

(
3
)
前

掲
書

(
28
)

右

同
書

(
29
)

注

(
17
)
前

掲

書
、

尚
、

胡
宗

瀛

の
卒

業

証
書

に
記

さ

れ

て

い
た
も

の
で

あ

る
。

ま

た
注

(
21
)
前

掲
書

一
八
七

ー

一
八

八
頁

に
掲
載

さ
れ

て

い
る
、

町

田
弥

平

か
ら
嘉

納

に
送

っ
た
意

見

書

に

よ
れ
ば

富

永

岩
太

郎

も
講

師

で
あ

っ

た
と
推

測

で
き

る
。

(
30
)

注

(
18
)

前

掲
書

一
八

六
頁

(
31
)

右

同
書

一
八

六
頁

(
23
)

注

(
η
)

乢削
掲

圭
目

(
33
)

注

(
6
)

前

掲
書

四
〇

頁

に

よ
れ
ば

「
或

も

の
は
他

の
専

門

の
學

科

を

修

む

る
豫

備

と

し

て
、

英
語

、
數

學

、
理

化
博

物

学
、

地

理
、

歴
史

等

を

修

む
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テ 平 本 〃 胡 第 記L初'本 前

(
45
)

注

(
17
)

前

掲
書

「
◎

日
本

語
教

授
法

改
良

二
就

キ
テ

ノ
鄙

見
」

と
題

さ

れ

て
い
る
。

(
46
)

高

見

澤

孟

・
伊

藤

博

文

・
ハ
ン

ト
蔭

山

裕

子

・
池

田
悠

子

・
西

川

寿

美

『
は
じ

め

て

の
日
本

語

教
育

基

本
用
語

事

典
』

ア

ス
ク
出

版
社

一
九
九

七
年

一
九

九

頁

に
よ

れ
ぼ

、

フ

ォ
リ

ナ

i

・
ト

ー

ク

(国
o
同Φ
蒔
器

『
け巴
犀
)

と

は
、

母
語
話

者
が

そ

の
言

語

が
流

暢

で
は
な

い
第

二
言
語

話

者

と
話

す

と
き

に
み
ら

れ

る
言

語

使
用

を
簡

略

化

す

る
現

象
。

例

え
ば

発
音

が

不
自

然

に
明
瞭

で
話

す

ス
ピ

ー
ド
が

遅

い
こ
と
、

簡

単

な
語
彙

・
文
法

・
文

構
造

を
使

用

す

る

こ
と
、

ト

ピ

ッ
ク
を
文

頭

に
持

っ
て
き

て
話
題

を

明

示
す

る
こ

と
な

ど

で
あ

る
。

ま

た

テ

ィ
ー
チ

ャ
ー

・
ト

ー

ク

(↓
①
曽
O
ゴ
Φ
目
什
9
一パ
)

と

は
、
第

二
言

語

の
教

室

で
教

師
が

学
習

者

と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ソ
を

図

る

た
め

に
使

用
す

る
簡
略

化

し

た

言
語

で
あ

る
。

(
47
)

『國

士
』
第

二
十

一
号

一
九

〇
〇
年

七

一
頁

(
48
)

注

(
18
)

前
掲

書

一
八
七
頁

(
49
)

右

同
書

一
八
七
-

一
八

八
頁

と
注

(
22
)
前

掲
書

=

ニ
ー

二
〇

頁

と

注

(
21
)

前
掲

書

一
六

一
-

一
六

二
頁

と
、

外
務

省

政
務

局

編

纂

『
清

國

時

報
』

第

六
号

一
九

〇

五
年

三
〇
ー

三

二
頁

と

阿
部

洋

『
中

国

の
近

代

教

育

と

明
治

日
本
』

福
村

出

版

一
九

九
〇
年

五

八
頁

よ
り
ま

と

め
た
も

の
。

(
50
)

注

(
35
)

前

掲
書

三
九

-

四
〇

頁

に
よ
れ
ば

、

従
来

の
教
科

書

は
中

国

語

を
も

と

に
し

日
本
語

を

考

え

る
教
科

書

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

不
正

確

な
箇

所

も

多

か

っ
た
。

し

か

し

『東

語

正
規

』

は
、

日
本

語

の
発

音

か

ら
始

め
、
変

体

仮

名
、

テ

ニ
ヲ

ハ
等

を
扱

っ
た
と

い
う
。

つ
ま

り
翻

訳

型
教

科
書

か
ら

留
学

生

の
誤
用

が
多

い
発

音
、

助
詞

を
重

視

し

た
教

科
書

と

い
え

よ
う
。

(
51
)

外

務

省
政

務

局
編

纂

『清

國
時

報
』

第

六

号

一
九

〇

五
年

三

〇
1

三
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臀 の 乾 伝 院 馨 で 掛 梯 八 琶 憩 距 年 粤 馨 署 二
を 隆 記 を あ け 』 「 頁

注 好 帝 編 設 留 る'を 三 関 右 注 四 講 右 右
(ま の 纂 立 学 。 昭 編 九 正 同(四 道 同 同

雛 難 誘 群 醐 麹 頁蠱書書
則 つ 弘 嘉 の 増 葉 松 松 平 七 前 修
掲 た 暦 納 後 加 ま 本 下 高 二 掲r
書 た で 治'に で 亀 大 史 頁 書 嘉

め あ 五 宏 伴 四 次 三 也 納
七 と る 郎 文 い ○ 郎 郎 編 七 治
一 い た 』 学'版 も は

r一 五
頁 乞 姿 篝 院 一 を 同 清 日 頁 郎

旗矗齢 烈 齢 素
人 ・ め 一'r学 教 』
出_ら 年 中 言 生 育 第
身 九 れ 十 国 文 の 史 十
留 六 た 二 で 対 た 』 三
学 四 。 月 は 照 め ア 巻
生 年 そ'海 の ル
の)の 嘉 賊 漢 教 ク 本
中 一 理 納 版 訳 科 の
に 七 由 治 も 日 書 一 友
は 四 は 五 出 本r九 社
弘 頁'郎 回 文 漢 九
文 に 嘉 は つ 典 訳 七 一
と よ 納 弘 た 』 日 年 九
書 れ 先 文 ほ を 語 八
く ば 生 学 ど 手 階 三 八

、
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