
東
車
両
文
書
院
入
学
者
の
群
像
｜

海
を
渡
っ
て
学
び
に
行
っ
た
若
者
た
ち

同文 llJ院記念総

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
戦
前
に
海
を
波
っ
て
上
海
に
あ
っ
た
東
亜
同
文
書
院

（
大
学
）
に
入
学
し
た
若
者
た
ち
に
つ
い
て
、
そ
の
派
泣
．
冗
・
な
い
し

私
費
生
の
区
分
、
入
学
前
の
学
歴
、
出
身
道
府
県
な
ど
を
分
析
し
た

際
題
の
テ
l

マ
に
つ
い
て
報
告
す
る

L

な
ぜ
東
亜
同
文
書
院
の
入
学
者
群
像
か

「
小
川
を
波
っ
て
学
び
に
行
っ
た
人
々
」
と
い
え
ば
、
速
い
む
か
し

に
は
退
官
使
が
あ
り
、
明
治
則
以
降
に
な
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
問
や

ア
メ
リ
カ
に
儒
学
す
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で

取
り
あ
げ
る
の
は
、
や
や
趣
が
違
っ
て
、
日
本
の
法
令
に
準
拠
し
て

上
海
に
設
置
さ
れ
た
い
取
組
川
文
書
院
に
入
学
す
る
た
め
に
で
か
け
て

行
っ
た
若
者
た
ち
で
あ
る
，

事
者
は
か
ね
が
ね
、
こ
の
点
張
同
文
注
院
（
大
学
）
は
、
．
九
四

l

ノ
ヰ
に
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
半
世
紀
以
上
を
経
過

し
て
お
り
、
も
は
や
、
た
ん
な
る
刷
版
の
対
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
客

観
的
、
科
学
的
な
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
き
た

c

そ

佐
々
木

ム
字

こ
で
竿
者
は
、
京
．
弛
同
文
市
院
（
大
学
）
に
縁
の
あ
る
大
学
に
勤
務

し
て
い
て
研
究
の
便
宜
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
自
分
に
出
来
そ
う

な
こ
と
に
予
を
つ
け
て
み
た
い
と
思
っ
た
リ
そ
う
考
え
て
愛
知
大
学

当
局
の
ご
了
解
を
得
て
東
亜
同
文
書
院
（
大
学
）
の
学
籍
簿
調
査
を

始
め
た
矢
先
に
、
教
育
史
学
会
の
一
一
O
O
一
年
秋
の
大
会
で
、
松
火
口

昭
肢
と
い
う
若
い
研
究
者
に
よ
る
東
亜
同
文
書
院
研
究
の
発
表
に
接

し
た
［
山
マ
こ
ん
な
動
き
を
見
て
い
る
と
、
情
不
弘
引
の
企
凶
し
て
い

る
研
究
に
も
い
く
ら
か
は
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
し
、
調
査

を
急
い
で
ま
と
め
る
必
要
も
感
じ
た
次
第
で
あ
る
り

｛
住
］
の
ち
に
松
谷
昭
虞
「
東
亜
同
文
書
院
へ
の
府
県
費
派
遣
生
！

一
九
O
O
l
二
0
年
代
を
中
心
と
し
て
」
吋
日
本
の
教
育
史
学
・h

第
四
五
集
（
二

0
0
：
年

4
0
月
、
八
四
i

．

0
二
一
只
）
に
収

録
さ
れ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
束
亜
同
文
書
院
（
大
学
）
は
東
亜
同
文
会
に
よ

り
中
国
の
大
都
市
上
海
に
設
立
さ
れ
た
高
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た

J

教
育
而
に
限
っ
て
も
、
全
寮
制
で
、
日
本
で
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た

中
国
語
教
育
を
徹
底
し
て
重
視
し
、
卒
業
前
に
中
国
国
内
の
大
調
査



旅
行
を
実
施
す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
特
徴
的
な
学
校
で
あ
っ

た
。
こ
の
学
校
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
藤
田
佳
久
教
授
の
も
の
を
は

じ
め
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
り
、
筆
者
も
若
干
の
感
想
を

も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
立
ち
入
る
と
本
題
に
入
れ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
の
で
省
略
す
る
｛
注
］
。

［
注
］
教
育
学
の
観
点
か
ら
一
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
く
と
、
専
門
学

校
と
し
て
認
可
さ
れ
て
以
後
の
束
亜
同
文
書
院
は
実
業
学
校
教

員
の
資
格
取
得
に
関
し
て
文
部
省
か
ら
無
試
験
検
定
の
指
定
を

受
け
て
い
た
c

こ
の
こ
と
は
、
東
亜
同
文
書
院
は
そ
の
学
科
課

程
な
ど
か
ら
み
て
実
業
専
門
学
校
の
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と

が
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
臼
し
か
し
、
東
亜
同

文
書
院
の
卒
業
者
が
実
業
学
校
教
員
に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は

実
業
学
校
教
員
に
な
っ
た
者
が
ど
れ
だ
け
い
た
か
は
別
の
問
題

で
あ
る
。

た
だ
し
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
と
愛
知
大
学
と
の
関
係
に
関
す
る

最
小
限
の
事
実
、
す
な
わ
ち
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
を
引
き
揚
げ
て

き
た
教
授
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
愛
知
大
学
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
、

学
業
途
中
で
引
き
揚
げ
て
き
た
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
学
生
た
ち
の

多
く
が
愛
知
大
学
に
編
入
し
た
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
で
も
と
も
と

東
亜
同
文
書
院
大
学
と
愛
知
大
学
と
の
縁
は
極
め
て
深
い
こ
と
、
そ

ん
な
わ
け
で
二
O
O
一
年
五
月
二
五
1

三
六
日
に
は
、
東
亜
同
文
書

院
創
立
百
周
年
を
記
念
し
て
東
亜
同
文
書
院
の
同
窓
会
で
あ
る
福
友

会
と
愛
知
大
学
、
そ
れ
に
愛
知
大
学
同
窓
会
の
共
催
で
、
創
立
百
周

年
の
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
［
注
］
、
つ
い
に
最
近
で
は
東

亜
同
文
書
院
大
学
の
阿
窓
会
で
あ
る
掘
友
会
の
会
員
が
愛
知
大
学
の

同
窓
会
に
特
別
会
員
と
し
て
加
入
・
合
流
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、

そ
の
具
体
的
な
現
れ
の
一
つ
に
『
愛
知
大
学
同
窓
会
会
報
』
に
「
福

友
会
の
ペ
l

ジ
」
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

［
注
］
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー

書
院
記
念
報
』
〈
。
一
・
5

（
二O
O
二
年
三
月
）

可
東
亜
同
文

報
告
の
主
題
と
課
題
の
限
定

こ
の
報
告
は
、
愛
知
大
学
に
遣
さ
れ
た
東
亜
同
文
洋
院
（
大
学
）

の
学
籍
簿
か
ら
入
学
者
の
派
遣
．
応
、
そ
の
地
成
分
布
、
入
学
し
た
学

科
、
入
学
前
の
学
暦
な
ど
を
調
査
し
た
結
果
の
概
．
要
を
整
理
し
、
東

亜
同
文
書
院
（
大
学
）
に
入
学
し
た
学
生
た
ち
の
実
像
に
迫
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
円
一
ま
た
こ
の
日
的
に
限
定
さ
れ
る
つ

な
お
筆
者
の
調
貨
は
入
学
有
側
々
人
を
識
別
す
る
こ
と
を
日
的
と

し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
報
小
一
け
か
ら
京
．
弛
同
文
舟
院
（
大
学
）
の
卒

業
生
群
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
っ
換
一
一
－
一
日
す
れ
ば
、
準
荷
が

解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
通
常
同
窓
会
誌
な
ど
で
取
り
あ
げ

ら
れ
る
卒
業
生
群
像
で
は
な
い
｛
補
注
］
。
卒
業
生
群
像
を
嫡
き
出

す
こ
と
は
筆
者
の
任
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

｛
補
注
］
一
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
｜
創
立
八
十
周
年
記
念
誌

ι

（
一

九
八
一
．
年
、
泌
友
会
）
所
収
の
「
川
想
録
」
は
、
各
期
ご
と
の

卒
業
生
の
活
躍
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
卒
業
生
の

氏
名
に
は
カ
ッ
コ
内
に
（
お
そ
ら
く
）
出
身
の
府
県
名
が
記
さ

れ
て
い
る
c

し
か
し
府
県
派
遣
生
、
公
費
生
あ
る
い
は
私
費
生

の
区
別
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
（
例
外
的
に
希
に
誰
そ
れ
は
外

務
省
派
遣
あ
る
い
は
満
鉄
派
遣
生
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
ば

あ
い
も
あ
る
が
）
。
近
い
将
来
に
は
、
府
県
派
遣
生
、
公
費
生
、

私
費
生
の
区
分
に
応
じ
た
卒
業
生
群
像
を
描
き
出
す
研
究
が
可

能
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

》Jl 恒同文書院入学 r.·のllff象一一 i毎を iJ1 って学びに行った才＇－d'.－たむ



と
こ
ろ
で
、
『
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
l

創
立
八
十
周
年
記
念
誌
L

で
回
想
を
伝
え
る
卒
業
生
の
「
期
」
は
、
通
例
の
同
窓
会
が
卒
業
期

で
ま
と
め
る
の
と
は
違
っ
て
、
入
学
の
期
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
ヮ

こ
の
方
式
に
し
た
が
う
と
、
途
中
で
退
学
し
た
人
に
つ
い
て
も
記
述

で
き
る
便
宜
が
あ
り
、
実
際
に
そ
の
種
の
記
述
が
少
な
く
な
い
と
こ

ろ
に
こ
の
書
物
の
魅
力
の
一
つ
が
あ
る
。
多
分
、
一
般
に
は
比
較
的

珍
し
い
表
記
な
の
で
申
し
添
え
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
関
心
事
の
一
つ
は
入
学
者
選
抜
の
問
題
で
、

そ
れ
は
教
育
学
の
一
つ
の
関
心
事
で
も
あ
る
。

内
地
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
れ
ば
、
吋
文
部
省
年
報

L

な
ど
に
よ

り
当
該
学
校
の
入
学
者
の
入
学
前
の
学
暦
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

側
々
の
学
校
の
ぷ
子
校
一
覧
L

が
そ
の
種
の
デ
l

タ
を
掲
載
し
て
い

る
場
合
も
少
な
く
な
い
け
い
取
班
川
文
書
院
（
大
学
）
の
入
学
者
選
抜

は
い
く
つ
か
の
独
特
の
ト
刀
法
を
採
川
し
て
い
た
－
」
と
は
知
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
資
料
や
統
計
が
知
ら
れ
て
い
な
い
内

幸
い
に
愛
知
大
学
に
束
岨
同
文
占
院
（
大
学
）
の
学
籍
簿
が
保
存
さ

れ
て
い
る
の
で
、
大
学
当
局
の

f

解
を
得
て
、
こ
の
資
料
を
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
入
学
者
の
実
像
を
探
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
の
が

本
稿
で
あ
る
c

た
だ
し
、
愛
知
大
学
教
務
課
に
保
存
さ
れ
て
い
る
学
籍
簿
の
フ
ィ

ル
ム
に
は
中
華
学
生
部
の
学
籍
簿
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
中

華
学
生
部
入
学
者
を
扱
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の

入
学
者
数
と
卒
業
者
数
と
の
ず
れ

東
市
一
同
文
書
院
の
入
学
者
数
に
つ
い
て
は
、
泌
友
会
の
会
員
名
簿
、

J
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
L

（
一
九
五
五
年
、
泌
友
会
）
に
掲
げ
ら

れ
た
名
簿
（
の
数
）
、
松
谷
の
も
の
、
藤
川
教
綬
の
も
の
な
ど
い
く

っ
か
の
デ
ー
タ
が
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
の
日
本
に
は
男
子
に
つ
い

て
は
徴
兵
制
が
あ
っ
た
か
ら
不
正
確
だ
っ
た
筈
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
報
告
で
は
筆
者
自
身
が
調
査
し
た
も
の
を
掲
げ
、
よ
り
正
確
な

検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

な
お
以
下
の
報
告
で
取
り
あ
げ
る
の
は
入
学
者
数
で
あ
り
、
卒
業

者
数
で
は
な
い
。
入
学
者
数
と
卒
業
者
数
と
の
あ
い
だ
に
は
か
な
り

の
ズ
レ
が
あ
る
。
留
年
し
て
遅
れ
て
卒
業
し
た
人
も
い
る
し
、
ま
た
、

学
業
途
中
の
病
気
あ
る
い
は
家
事
都
合
に
よ
る
退
学
、
処
分
に
よ
る

退
学
、
死
亡
な
ど
が
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
戦
前

に
は
若
者
の
あ
い
だ
で
の
結
核
に
よ
る
死
亡
や
退
学
が
多
数
あ
っ
た

こ
と
は
特
筆
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
の
人
に
は
考
え

に
く
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
口

6 ！”l 立； F寺院記念綴

I

．
東
亜
同
文
書
院
へ
の
入
学
の
ル
i

ト

最
初
に
、
東
亜
同
文
書
院
へ
の
進
学
の
ル

l

ト
は
、
他
の
高
等
教

育
機
関
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し

て
お
く
。

表
1

は
、
外
務
省
の
外
交
文
書
館
に
遣
さ
れ
て
い
た
一
九
二
五
年

頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
東
亜
同
文
書
院
へ
の
「
入
学
志
願
者
心
得
」

を
筆
者
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
東
亜
同
文
書
院
へ
の

入
学
資
格
、
出
願
手
続
き
と
学
費
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ご
入
学
資
格
に
年
齢
制
限
が
あ
っ
た

東
亜
同
文
書
院
の
入
学
資
格
の
第
一
項
は
、
通
常
の
専
門
学
校
の

そ
れ
と
同
じ
で
あ
る

c

「
通
例
の
」
と
い
う
の
は
、
明
文
で
の
断
り

な
し
に
女
子
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
い
る
。



し
か
し
二
五
歳
ま
で
と
限
定
し
て
い
る
第
二
項
の
年
齢
制
限
は
、

通
常
の
専
門
学
校
に
は
見
ら
れ
な
い
条
項
で
あ
っ
た

U

こ
れ
は
、
東

亜
同
文
書
院
の
入
学
資
格
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。

（
ニ
）
学
費
は
高
か
っ
た

戦
前
の
私
学
の
学
費
は
、
日
学
の
そ
れ
よ
り
低
い
の
が
普
通
で

国表 1 東亜同文田院への入学資格、出願手続きと学費 0925年頃）

（入学資格）

＼人7：ぶ断行ノ、 q1学校ヲ苧業シタル r.·φ？吉小学校卒業程度ヲ以テ入学m各トスル修

来年限Ji. カ 'rj'. えハ t:i'.1；小学校卒業何度ヲ以テ入学資格トスル｛！事業｛J'.f出三カ年ノ’＇~

業学校卒業 r.· Yえ専門学校人学資格行検定規位二依リ試験怜定ニ合情シタル者計シ
クハ liiJ 規将司1八条第. ~；－二拠 I} 指定ヲ受ケタル f;·ニシテ品行 ｝j lE.l-；撚幣確身体健

令ノ呂ータル：I トヲ要ス

一、 ij：齢ノ、入ザ： 'if・ i 月末ご於す j尚二 1 ・ /J：級以干・ノ r.· タルヲ·~ス
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準公質生

あ
っ
た
口
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
ヶ
月
で
一
六
五
円
（

H

月
額

五
五
円
）
と
い
う
京
．
県
同
文
書
院
の
学
費
は
か
な
り
高
い
万
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
あ
る
書
院
生
（
第
三
三
期
）
は
そ
の
回
想
記

に
「
全
凶
各
府
県
の
厳
位
一
な
選
抜
試
験
を
経
た
者
、
あ
る
い
は
勺
時

と
し
て
は
巨
額
な
学
費
月
額
五
十
円
を
自
己
負
担
し
た
私
費
生
の

者
」
一
五
々
と
持
い
て
い
た
か
ら
［
注
］
、
当
時
と
し
て
も
巨
額
だ
っ

た
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
故
多
数
を
山
め
た
附
削
除
派
泣
中
．
は

こ
の
こ
と
を
心
配
し
な
く
て
済
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は

府
県
派
泣
慌
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
は
魅
h
Mが
あ
り
、
こ
れ
は
点
恒
川

文
書
院
が
優
秀
な
学
生
を
集
め
得
た
一
つ
の
重
一
．
要
な
要
素
と
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
学
費
の
高
さ
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ

な
か
っ
た
珂
山
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
口

［
注
」
ぺ
東
亜
同
文
書
院
大
学
史
h

（
福
友
会
、
一
九
五
五
年
）
＼
六

他
・
万
、
私
費
生
、
準
公
費
生
に
つ
い
て
は
、
こ
の
高
い
学
費
の
負

担
は
重
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
心
少
な
く
と
も
結
果
と
し
て
、
私
費

生
、
準
公
代
中
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
費
れ
判
に
耐
え
ら
れ
る
附
肘

か
ら
し
か
出
願
し
待
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
よ
う
に
旧
い
わ
れ

る
c

こ
の
こ
と
は
、
京
岨
同
丈
島
院
生
の
特
色
の
．
つ
だ
っ
た
と
指

摘
で
き
よ
、
つ
一
U

（
三
）
入
学
者
は
、
府
県
費
生
と
公
費
生
は
派
遣
主
体
が
、
準
公

費
生
と
私
費
生
は
東
E
同
文
会
が
選
抜
し
た

一
．
入
学
者
は
、
府
県
費
生
は
各
府
県
が
［
注
］
、
ま
た
公
費
生

は
そ
れ
ぞ
れ
の
派
遣
主
体
が
、
準
公
費
生
と
私
費
生
は
束
亜
同
文
会

が
選
抜
し
て
い
た
口
こ
こ
に
東
亜
同
文
書
院
の
入
学
者
選
抜
の
最
も

重
要
な
特
徴
が
あ
っ
た
。

［
山
］
乍
者
は
、
愛
知
県
の
場
合
を
例
と
し
て
そ
の
実
施
方
法
を
調
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べ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
東
亜
同
文
書
院
へ
の
府
県
費
に
よ

る
派
遣
生
の
選
抜
制
度
｜
愛
知
県
の
場
合
」
、
愛
知
大
型
文
事

曾
『
文
皐
論
叢
』
第
一
二
六
輯
、
二
O
O
二
年
七
月
。

二
．
公
費
生
も
そ
れ
ぞ
れ
の
派
遣
一
五
が
独
自
に
選
抜
を
実
施
し
た

が
、
そ
の
選
抜
方
法
の
詳
細
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い

な
い
。
学
校
側
と
派
遣
一
花
た
る
団
体
と
何
ら
か
の
契
約
を
結
ん
で
い

た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
詳
細
は
わ
か
っ
て

し
な
し

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
公
費
生
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
南
満
州
鉄

道
（
株
）
（
以
下
、
満
鉄
）
か
ら
の
派
遣
生
で
あ
る
行
満
鉄
は
、
当

初
会
社
か
ら
の
派
遣
生
の
選
抜
を
府
県
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
［
注
可
し
か
し
そ
の
後
の
派
遣
生
に
過
年
度
卒
業
者

が
多
い
こ
と
、
尚
業
学
校
卒
業
者
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
次

第
に
、
満
鉄
入
社
後
数
年
を
経
た
社
員
の
中
か
ら
選
肱
し
て
派
遣
す

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
般
測
さ
れ
る
一
口

（
注
］
愛
知
県
の
例
は
一
九
二O
年
四
月
一
六
口
付
け
ぺ
愛
知
県
公

制
M
Lに
記
載
さ
れ
た

J
M報
」
欄
で
確
認
で
き
る
け
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
こ
の
年
愛
知
県
に
は
満
鉄
派
遣
生
二
名
を
推
薦
す
る
よ

う
委
託
さ
れ
て
い
た
ペ

三
．
私
費
生
と
準
公
費
生
の
選
抜
方
法
は
同
じ
で
、
と
も
に
東
亜

川
文
会
本
部
が
試
験
を
行
っ
て
選
政
し
た
。
私
費
生
と
準
公
費
生
の

選
抜
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
学
則
」
に
あ
た
る
「
章
程
」
の
補
足
に

組
定
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
今
日
の
「
蛍
雪
時
代
L
の
前
身
で
あ
る
「
受

験
旬
報
」
な
ど
当
時
の
受
験
雑
誌
で
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き

心
［
注
〕
一

｛
注
｝
日
．
束
亜
同
文
書
院
記
念
報
L

〈
。
一
・
。
（
二
O
O
一
年
五
月
）

に
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
c

東
亜
同
文
書
院
で
は
、
後
に
若
干
の
事
例
を
紹
介
す
る
よ
う
に
、

私
費
生
の
入
学
者
選
抜
だ
け
が
通
常
の
高
等
教
育
機
関
の
そ
れ
と
同

じ
方
法
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。

（
四
）
入
学
定
員
は
な
か
っ
た
？

図
1

と
図
3

に
示
し
た
東
亜
同
文
書
院
の
入
学
者
数
の
変
遷
を
み

て
気
づ
く
こ
と
の
一
つ
は
、
東
亜
同
文
書
院
時
代
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

第
三
期
の
六
八
名
が
最
小
、
第
一
九
期
と
第
二
O
期
の
一
三
九
名
が

蚊
大
と
な
る
な
ど
、
年
度
に
よ
る
違
い
が
著
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
東
亜
同
文
書
院
大
学
予
科
の
時
代
に
な
る
と
、
入
学
者
数
は
一
挙

に
噌
加
し
、
第
四
期
に
は

4

八
一
二
名
に
達
し
て
い
る
。

東
亜
同
文
書
院
は
全
寮
制
だ
っ
た
か
ら
、
寮
の
収
容
限
度
が
入
学

者
の
マ
キ
、
ン
マ
ム
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
年
度
ご
と
の
入
学
者

数
に
変
動
幅
が
あ
っ
た
の
は
、
主
体
と
な
る
府
県
派
泣
生
の
数
が
派

遣
元
の
事
情
で
必
ず
し
も
毎
年
同
じ
で
な
か
っ
た
う
え
、
選
法
方
法

の
山
内
な
る
入
学
者
を
迎
え
入
れ
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と
で
、
い
わ
ば

や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
口
し
か
し
い
ず
れ
に

せ
よ
、
各
年
の
「
市
杭
」
に
入
学
定
員
に
関
す
る
規
定
は
は
え
な
い

（
五
）
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
競
争
率
は
激
し
か
っ
た

府
県
費
生
は
府
県
ご
と
に
選
抜
が
実
施
さ
れ
た
か
ら
、
府
県
に
よ

り
競
争
率
に
差
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
口
松
谷
氏
に
よ
る
と
、

多
数
の
派
遣
生
を
送
り
出
し
た
県
の
一
つ
で
あ
る
熊
本
県
で
は
、
地

元
に
あ
っ
た
エ
リ
ー
ト
校
で
あ
る
第
五
高
等
学
校
の
競
争
率
は
五
倍

程
だ
っ
た
が
、
東
亜
同
文
書
院
へ
の
派
遣
生
選
抜
の
そ
れ
は
し
ば
し

ば
一
O
倍
前
後
だ
っ
た
と
い
う
口

他
方
、
私
費
生
の
選
抜
は
本
部
で
一
括
し
て
い
た
か
ら
そ
の
競
争

率
は
明
ら
か
だ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
公
表
資
料
は
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い

c

『
受
験
旬
報
』
の
記
事
に
よ
る
と
、

自J.,J ：主将院必念：科i



一
九
三
六
年
度
の
競
争
率
は
六
・
同
六
倍
、
一
九
一
二
八
年
度
の
そ
れ

は
九
・
二
一
倍
で
あ
っ
た
［
注
］
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
入
学
者
選
抜
の

競
争
が
厳
し
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

［
注
］
吋
東
班
同
文
書
院
記
念
報
ι
〈
C
一
・
ゆ
（
二O
O
一
年
五
月
）
、

一
二
一
、
一
四
頁
に
よ
る
む

（
し
ハ
）
科
外
生
、
聴
講
生
、
実
湖
日
生
か
ら
の
編
入
も
あ
っ
た

一
桁
程
度
の
少
数
で
あ
っ
た
が
、
科
外
生
、
聴
講
生
、
実
習
生
の

名
口
で
入
学
し
、
そ
の
後
正
規
の
学
生
と
し
て
編
入
し
た
計
も
い
た
一

帝
国
大
学
で
も
見
ら
れ
た
方
式
で
あ
る
［
注
］
が
、
こ
の
方
式
の
章

程
上
の
位
置
づ
け
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
口

［
注
］
日
本
教
育
史
研
究
で
知
ら
れ
た
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
故
結

城
陸
郎
先
生
も
、
師
範
学
校
卒
の
学
．
位
、
だ
け
で
東
北
帝
大
の
聴

講
生
と
な
り
、
や
が
て
学
部
生
と
な
っ
て
同
帝
大
を
卒
業
さ
れ

た
人
で
あ
っ
た
む

東
亜
同
文
書
院
の
歴
史
の
時
期
区
分

予
め
東
亜
同
文
舟
院
の
版
史
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
述
べ
る

U

東
亜
同
文
書
院
の
歴
史
は
、
教
学
の
組
織
の
変
遷
で
一
民
分
す
る
と
、

東
張
同
文
件
院
（
入
学
則
で
い
え
ば
一
九
O
J
年
か
ら
．
九
J
1．
八
年

ま
で
）
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
予
科
（
一
九
三
九
年
以
後
）
、
東
亜
同

文
書
院
大
学
学
部
（
一
九
四
一
年
以
後
）
、
東
亜
同
文

A
院
大
学
附

属
専
門
部
（
一
九
四
三
年
以
後
）
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

日
取
初
の
東
亜
同
文
存
院
の
時
代
は
、
専
門
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ

た
一
九
二
O
年
以
後
と
そ
れ
以
前
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
数
で
い
え
ば
、
一
九
O
一
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
の
十
九
年
間
、

一
九
二
O
年
か
ら
一
九
三
八
年
ま
で
の
十
九
年
間
と
、
ほ
ぽ
二
分
さ

れ
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
こ
の
組
織
ご
と
に
分
け

て
述
べ
る
。

第
二
期
生
は
一
九
O
一
年
に
入
学
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
入
学

期
の
数
と
商
暦
年
の
一
桁
の
数
と
は
一
致
し
て
い
た
。
た
だ
し
こ
れ

は
一
九
．
二
八
年
入
学
の
第
一
二
八
期
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
日
（
具
体
的

に
い
う
と
、
学
籍
簿
は
、
一
九
三
八
年
に
入
学
し
た
者
の
う
ち
規
定

の
年
以
に
卒
業
で
き
な
か
っ
た
行
を
第
三
九
期
中
と
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
以
後
は
西
暦
年
次
と
合
わ
な
い
c

）

本
稿
で
は
、
咋
門
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
る
以
前
を
前
期
と
し
、

専
門
学
校
時
代
を
後
期
と
し
て
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
入
学

者
の
若
干
の
特
徴
を
幣
即
日
し
て
み
るυ

E

．
前
期
東
亜
同
文
書
院
入
学
者
の
特
徴

故
初
に
、
前
期
東
亜
同
文
書
院
入
学
者
の
若
．
卜
の
特
徴
を
整
埋
し

て
み
る
D

（
ご
初
期
の
入
学
者
の
最
多
数
は
府
県
派
遣
生
で
、
府
県
派
遣

生
の
大
枠
は
一
府
県
三
名
が
原
則

一
．
実
は
第
一
二
期
ま
で
の
入
学
者
の
学
籍
簿
は
た
い
へ
ん
不
備

で
、
出
身
学
校
な
ど
は
令
．
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
寸
紋
初
に
作
成
さ

れ
た
元
来
の
学
籍
簿
は
一
旦
戦
火
で
消
失
し
、
改
め
て
作
成
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る

U

そ
れ
は
と
に
か
く
、
初
期
の
入
学
者
は
、
判

明
し
て
い
る
限
り
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
府
県
派
遣
生
で
占
め
ら
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
、
卒
業
牛
．
の
思
い
出
な
ど
と
も
合
致
し
て
い
る
。

詳
し
く
い
え
ば
、
残
さ
れ
た
学
籍
簿
資
料
に
疑
問
が
あ
る
第
二
期
を

の
ぞ
き
、
府
県
派
遣
生
は
つ
ね
に
入
学
者
の
過
半
を
占
め
、
こ
と
に

第
七
期
か
ら
第
一
一
期
ま
で
は
府
県
派
遣
生
の
み
で
あ
っ
た
。
府
県

派
遣
生
数
は
第
五
期
の
九
六
名
が
最
大
で
、
お
お
む
ね
九

O
か
ら
五

i毎を淀’J てど子：ぴに ii った ti お・た t,＊鋭I“l 文書院人乍者の鮮｛象9 



東亜同文宙院入学者の派遣元別構成の変遷（第1期～第四期）図 1
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問
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一
．
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各
府
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送
り
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し
得
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派
遣
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は
、
．
九
一
六
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度
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日
学

校
一
覧
L

所
収
の
章
程
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ば
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「
府
県
生
ハ
毎
府
県
一
一
」
名
ヲ
超
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ル
コ
ト
ヲ
伴
ス
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い
た
口
尚
早
杭
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一
九
一
八
年
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「
学
校
一
覧
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収
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り
か
ら
五
l

六
名
派
遣
す
る
県
が
現
れ
て
い
た
。

三
．
派
遣
生
を
送
る
府
県
は
全
国
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
ぱ
ら
つ

き
が
多
か
っ
た

第
一
l

一
九
期
を
通
し
て
派
遣
生
を
一
名
も
送
ら
な
か
っ
た
の
は

束
京
な
ど
ご
く
僅
か
の
府
県
の
み
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
派
遣
生
を

派
遣
す
る
府
県
は
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
表

3

に

み
ら
れ
る
よ
う
に
府
県
に
よ
る
ば
ら
つ
き
は
大
き
か
っ
た
口

図
2

を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
二

0
年
間
の
派
遣
生
総
計
を

地
万
別
に
み
る
と
、
北
海
道
・
東
北
六
県
は
、
一
八
六
名
（
一
二
一
・

二
%
）
、
関
東
一
府
六
県
一
凹
二
名
（
一
0
・
一
%
）
、
叩
’
信
越
一
一
一
県

一
O
四
名
（
七
・
四
%
）
、
東
海
四
県
一
三
五
名
（
八
・
九
%
）
、
北

東亜同文宙院への府県派遣入学者の派遣府県別内訳

（第1期～第19期の合計）

図2

陸
ゴ
一
県
七
O
名
（
五
・
O
%
）
、
近
畿
二
府
四
県
一
一
九
名
（
八
・

五
%
）
、
問
凶
凹
川
町
．
五
O
名
（
一0
・
七
%
）
、
巾
国
五
県
一
八
八

名
（
二
二
・
四
%
）
、
九
州
七
県
・
沖
縄
三
二
一
名
（
二
二
・
八
%
）

で
あ
っ
た
［
注
一
］
。
概
し
て
問
凶
、
九
州
各
県
は
派
遣
生
を
送
る

こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
と
い
え
る
［
注
一
．
］
口

｛
注
ニ
後
述
の
注
に
示
す
よ
う
に
、
東
京
府
は
束
帳
同
文
書
院
へ

府
吹
の
派
遣
生
を
送
っ
て
い
な
か
っ
た
口
し
た
が
っ
て
夫

3

に

東
京
府
か
ら
派
遣
生
が
あ
っ
た
如
く
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

筆
者
の
史
料
の
読
み
違
い
と
推
測
さ
れ
る
じ

［
九
型
己
松
谷
、
前
掲
論
文
は
、
熊
本
、
長
崎
両
県
を
例
と
し
て
、

九
州
各
県
が
派
遣
生
を
送
り
だ
す
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
様
子
を

摘
さ
、
だ
し
て
い
る
口

細
か
く
み
る
と
、
統
計
が
不
備
な
第
一
！
一
一
一
期
を
の
ぞ
き
、
第
四

l

一
九
期
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る

八
五
期
間
を
通
し
て
毎
年
派
遣
生
を
送
り
出
し
た
県
は
、
長
野
、
愛

知
、
三
重
、
奈
良
、
香
川
、
徳
島
、
愛
媛
、
島
根
、
山
口
、
福
岡
、

熊
本
、
佐
賀
、
鹿
児
山
内
の
卜J
一
県
に
の
ぼ
る
。
な
お
市
計
の
訓
告
で

は
愛
知
県
は
一
九
一
川
年
に
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
が
、
松
谷
氏
の

資
料
に
よ
り
こ
の
年
も
派
遣
生
を
送
り
出
し
た
も
の
と
み
な
し
た

四
国
、
九
州
の
各
県
以
外
で
は
、
長
野
、
愛
知
、
一
二
重
、
奈
良
な
ど

の
各
県
は
熱
心
に
送
り
出
し
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
n

途
中

J

年
だ
け
派
遣
生
を
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
川
県
は
、
北

海
道
、
宵
城
、
茨
城
、
新
潟
、
和
歌
山
、
岡
山
、
長
崎
の
七
道
県
で

あ
る
。

し
か
し
、
派
遣
生
を
送
ら
な
い
の
は
、
当
該
の
府
県
が
募
集
し
な

か
っ
た
の
か
、
募
集
し
た
の
に
応
募
者
が
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
い
ま
の
段
階
で
は
判
断
材
料
が
な
い
［
注
可

みを iii ぅて学びに行η た r; r.t二ちII 東亜！ロl 文 jtf院入’F r,·c＇）俳f象
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［
注
］
東
京
都
公
文
書
館
に
、J

九
二
O
年
九
月
二
八
口
付
け
の
東

M
M
丈
k
u院
か
ら
東
京
府
に
宛
て
た
「
東
京
府
出
身
卒
業
生
就

職
現
在
及
在
学
生
一
覧
表
」
が
遣
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
一

期
か
ら
二
O
矧
ま
で
の
東
京
府
山
身
の
卒
業
生
と
在
学
生
の
動

静
が
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
京
府
出
身
の
私
費

生
と
準
公
費
生
は
い
た
が
、
府
費
派
遣
生
は
い
な
い
。

（
二
）
公
費
生
は
一
九
一
八
年
ま
で
は
一
桁
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
範

鴫
は
意
外
に
幅
広
か
っ
た

入
学
順
位
が
第
一
一
位
と
さ
れ
て
い
た
公
費
生
は
、
吋
初
は
極
め
て

僅
か
な
数
に
と
ど
ま
り
、
一
九
一
八
年
ま
で
は
一
桁
に
過
ぎ
ず
、
二

桁
に
な
る
の
は
一
九
一
九
年
以
後
で
、
一
九
期
ま
で
の
公
費
生
の
合

計
は
四
五
名
で
あ
っ
た
。
（
史
料
に
み
る
限
り
、
第
・
；

a

二
、
五

l

一
二
期
に
は
公
費
生
は
い
な
か
っ
た
む
）

こ
の
公
費
生
の
派
遣
一
応
は
、
甚
だ
多
様
で
あ
っ
た
っ

前
期
に
公
費
生
の
派
遣
元
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
は
各
県
の
育

英
組
織
で
、
鳥
取
県
勧
学
会
（
十
一
名
）
、
秋
田
県
育
英
会
（
七
名
）
、

岐
阜
県
育
英
会
（
五
名
）
、
千
葉
県
育
英
会
（
一

J
一
名
）
の
他
、
悩
井

教
育
会
、
京
都
府
宇
治
郡
教
育
会
、
栃
木
県
育
英
会
が
各
．
名
を
送
っ

て
い
る
。

次
に
多
い
の
は
川
県
、
郡
、
村
な
ど
の
地
方
自
治
体
で
あ
る
つ
こ
の

う
ち
千
葉
県
、
徳
島
県
、
香
川
県
な
ど
は
府
県
派
遣
生
の
派
遣
元
の

は
ず
で
あ
る
が
、
原
史
料
の
マ
マ
掲
げ
た
つ
れ
川
取
商
工
会
議
所
、
東

亜
同
文
会
な
ど
の
派
遣
生
を
公
費
生
と
し
て
扱
う
こ
と
に
疑
問
は
な

い
が
、
一
日
田
士
製
紙
（
株
）
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
な
ど
の
私
企
業
も
公

費
生
の
派
遣
主
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
．
九
一
五
年
に
は
大
連
民

政
署
の
よ
う
な
植
民
地
の
政
庁
が
、
一
九
一
九
年
か
ら
は
外
務
省
が

公
費
生
の
派
遣
一
応
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
公
費
生
の
範
時
規
定
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

く
、
か
な
り
幅
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

U

東亜同文田院への公買派遣入学者の派遣元別内訳
（第1期～第四期）
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鳥取v.~t/J学会 I ｷI II 

千葉県f， 英会

＠！：別紙（株 j

大j也氏政行

京都府’j：治部教育会

九lfU',1,·Nftw.; ）く1 I 1 付

大阪 hi II 新聞 H:

鹿児島似国首峡m:11i1:'dt

九lf{I萌［会議所

岐阜v.~ .￥t r， 会 ・〉 :{ 5 

徳島県

佐川（＇.＇.

栃 ,t， ~Ut 失会

千葉山

外務省

,I 6 :, 2 Ii ,15 

表4

（
三
）
準
公
費
生
は
性
格
が
暖
昧
で
、
実
際
に
存
在
し
た
の
は
第

一
三
期
か
ら
の
一
時
期
の
み

準
公
費
生
は
第
二
一
．
期
か
ら
第
一
九
期
ま
で
の
ほ
ん
の
一
時
期
毎

年
一
O
数
名
存
在
し
、
そ
の
総
計
は

J
O
一
名
で
、
年
平
均
」
四
・

川
名
で
あ
る
じ
規
定
に
残
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に

は
第
二
O
期
の
一
名
を
最
後
と
し
て
、
そ
れ
以
後
存
在
し
な
く
な
る

の
は
、
そ
の
性
格
が
殴
昧
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
口

（
筆
者
の
調
査
の
間
違
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
準
公
費
生
は
そ
の
後

ず
っ
と
い
な
か
っ
た
の
に
第
三
一O
期
に
一
名
い
る
。
）

こ
の
市
公
費
生
の
制
度
は
性
格
が
暖
昧
で
、
私
費
生
と
別
に
ほ
別

存＂；2 、 3. 日 l コ !Pli 二 Li 、公n ’Hiいない
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さ
れ
て
い
る
理
由
が
筆
者
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
の
解

明
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
U

松
谷
氏
に
よ
る
と
、
車
・
程
に
お
け
る
準
公
費
生
に
関
す
る
規
定
は

第
一
一
一
期
ま
で
は
な
く
、
第
一
四
期
の
阜
税
か
ら
現
れ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
松
谷
氏
は
、
第
一
二
期
ま
で
に
準
公
費
生

が
見
え
な
い
の
は
学
籍
簿
の
不
備
で
は
な
く
、
章
程
上
も
第
．
一
二
期

か
ら
笠
場
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
口

準
公
費
生
の
推
薦
母
体
の
一
覧
表
は
、
い
た
ず
ら
に
煩
斑
に
な
る

の
で
、
要
約
し
て
北
川
す
る
口

史
料
で
準
公
費
生
と
さ
れ
て
い
る
者
の
推
薦
者
の
範
時
を
区
分
し

て
み
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る

一
．
府
県
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体

多
い
順
に
．H
貯
川
県
（
五
）
、
神
奈
川
県
（
川
）
、
悩
川
県
（
川
）
、

宮
崎
県
（
問
）
、
決
減
県
（
二
」
）
、
滋
賀
県
（
三
）
、
群
馬
県
（
一
．
）
、

千
葉
県
（
．
一
）
、
静
附
川
町
（

.. 

）
、
愛
知
川
川
（

.. 

）
、... 

前
川
県
（
．J）
、

大
阪
府
（
二
）
、
島
恨
県
士
二
、
山
川
県
（
二
）
、
鹿
児
島
県
（
二
）
、

以
下
各
．
名
を
送
っ
た
岐
阜
県
、
た
ポ
・
以
県
、
ぃ
以
都
府
、
和
歌
山
県
、

富
山
県
、
新
潟
県
、
公
良
県
、
岡
山
県
、
大
分
県
、
佐
賀
県
、
な
ど

で
あ
る
む

こ
れ
ら
の
府
県
は
、
他

K
Mで
同
じ
時
期
に
府
県
費
生
を
送
り
出
し

て
い
る
c

そ
の
よ
う
な
県
の
一
つ
で
あ
る
愛
知
県
に
つ
い
て
筆
者
が

調
べ
た
限
り
で
は
、
県
か
ら
の
派
泣
生
と
は
別
倒
の
準
公
費
生
推
薦

に
関
す
る
手
続
き
規
程
を
発
見
す
る
こ
と
は
山
米
な
か
っ
た

J

郡
レ
ベ
ル
の
地
ト
刀
公
共
同
体

秋
田
県
由
利
郡
、
広
島
県
沼
隈
郡
、
福
岡
県
の
遠
賀
郡
と
糸
島
郡

が
各
．
名
を
送
っ
て
い
る

c

な
お
、
当
時
の
郡
は
・
円
治
体
で
あ
っ
た

三
．
市
町
村
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体

名
古
屋
市
（
八
）
、
福
岡
市
（
一
二
）
の
他
、
各
一
名
を
送
っ
た
東

京
市
、
東
京
府
の
多
摩
川
村
、
白
州
市
、
新
潟
県
の
．
二
条
町
、
静
岡

県
沼
浄
町
、
大
阪
市
、
神
戸
市
、
福
井
県
敦
賀
郡
東
浦
村
、
徳
島
県

の
国
府
町
、
尾
道
市
、
一
一
一
草
山
県
の
桑
名
町
、
徳
島
県
下
分
上
付
、
和

気
郡
藤
野
村
、
沖
縄
県
の
八
重
山
村
な
ど
で
あ
る
。

凹
．
東
京
の
民
レ
ベ
ル
の
地
方
公
共
団
体

ド
収
京
市
午
込
区
（
一
）
、
東
京
市
麹
町
区
（
一
）
な
ど
で
あ
る
口

五
．
柄
民
地
の
政
庁

大
迎
民
政
腎
（

a

）
、
台
湾
総
枠
府
（
一
）
な
ど
で
あ
る
口

六
．
有
志
の
育
英
同
体

千
葉
県
山
口
英
会
（
；
．
）
、
行
森
県
下
北
郡
教
育
会
（
一
）
、
秋
川
県

の
角
館
町
学
生
奨
励
会
（
一
）
、
神
奈
川
県
都
築
郡
教
育
会
（
一
）
、

以
郡
山
川
船
井
郡
教
育
会
（
．
）
、
大
阪
市
北K
教
育
会
（
．
）
、
悩
附

鞍
手
郡
教
育
会
（
一
）
な
ど
で
あ
る
）

じ
．

U
払
的
川
体

鶴
見
総
持
寺
（
一
）
、
黒
龍
会
（
一
）
な
ど
で
あ
る
一

こ
の
よ
う
な
多
様
な
同
体
に
よ
る
「
般
的
」
と
い
う
術
院
の
実
態

は
、
章
特
や
入
学
志
願
者
心
得
に
記
載
さ
れ
た
「
推
薦
願
い
」
の
書

式
だ
け
で
は
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
り
こ
れ
を
を
解
明
す
る
こ

と
は
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
私
費
生
が
増
加
し
始
め
た
の
は
第
一
四
期
か
ら

U
私
費
生
一
は
第
一
期
か
ら
み
ら
れ
た
c

し
か
し
こ
の
第
一
期
は
お
そ

ら
く
例
外
で
、
第
二
期
か
ら
し
ば
ら
く
は
滅
多
に
な
く
、
第
・
：
一
則

ま
で
は
多
く
て
も
五
名
以
下
で
あ
っ
た
己

私
費
生
は
、
第
一
四
期
か
ら
に
わ
か
に
増
加
し
始
め
た
が
、
そ
れ

で
も
八
五
入
学
者
のa
A
O
%を
．
超
え
る
こ
と
は
減
多
に
な
く
、
第
．
九

期
ま
で
の
総
計
は
一
二
五
名
（
こ
の
期
間
の
八
五
入
学
者
一
八
O
五
名

fol iえ，1}H:u己：.dlt J.1 



の
六
・
九
%
）
に
過
ぎ
な
い
。
私
費
生
が
さ
ら
に
増
加
す
る
の
は
、

専
門
学
校
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
）

（
五
）
私
費
生
の
入
学
試
験
は
八
科
目

私
費
生
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
章
程
は
長
ら
く
「
人
物
、
体
格
、

学
術
ノ
三
科
ト
シ
其
学
術
ハ
中
学
校
卒
業
以
上
ノ
税
度
ト
ス
」
と
定

め
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
九
年
の
「
学
校
一
覧

L

の

草
ね
か
ら
第
十
計
十
補
則
に
私
費
生
の
選
抜
に
関
す
る
一
筒
条
が
く
わ

え
ら
れ
、
そ
の
入
学
試
験
は
英
語
、
漢
文
、
作
文
、
数
学
、
地
理
、

経
史
、
物
理
、
化
学
の
八
科
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
さ
れ
た

［
注
｝
。
当
時
紋
も
難
関
と
さ
れ
た
高
等
学
校
等
の
入
学
試
験
科
目

は
国
語
、
漢
文
、
英
語
、
数
学
を
基
調
と
し
、
こ
れ
に
文
科
は
暦
史
、

地
理
、
理
科
は
物
理
、
化
学
を
課
し
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、

国
語
が
作
文
に
替
え
ら
れ
て
い
た
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
っ
た

と
い
え
る
。

な
お
入
学
願
書
に
志
望
学
科
明
記
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、

こ
の
時
期
に
は
農
工
科
も
開
設
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

［
注
］
ぷ
不H
m同
文
A
院
一
党
自
大
．
止
八
年
八
月
以
仁
る
大
正
九
年

七
月
L

一
．
一
五
l

一
一
．
六
頁
。

（
六
）
入
学
者
の
学
科
構
成
は
圧
倒
的
に
商
務
科
が
中
心

東
亜
同
文
書
院
は
発
足
当
初
は
い
的
務
科
と
政
治
科
の
．
一
学
科
構
成

で
出
発
し
た
c

第
一
学
年
に
は
両
学
科
共
通
の
科
目
が
多
く
、
第
二

学
年
か
ら
専
門
科
け
が
次
第
に
分
化
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
口

筆
者
は
所
属
学
科
の
決
定
方
法
に
関
す
る
史
料
に
接
し
た
こ
と
が

な
い
c

愛
知
県
の
派
遣
生
に
関
す
る
資
料
に
み
る
限
り
、
学
科
選
択

は
学
生
の
希
望
に
任
せ
て
い
た
如
く
で
あ
る

U

そ
の
結
果
と
し
て
、
開
校
当
初
こ
そ
政
治
科
に
す
す
む
学
生
が
ご

O
名
に
達
す
る
こ
と
も
あ
っ
が
、
以
後
急
減
し
て
一
桁
台
で
推
移
し
、

八
五
期
間
を
通
し
て
極
端
に
商
務
科
に
偏
在
し
て
い
た
（
入
学
後
、
政

治
科
か
ら
い
附
務
科
に
転
科
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
）
一
U

ま
と
め
る
と
、
第
一
l

一
九
期
入
学
者
中
の
商
務
科
総
計
は
千
五

百
．
六
名
で
、
政
治
科
は
一
四
六
名
（
令
．
入
学
持
の
八
・
J
%
）
に

過
ぎ
な
か
っ
た
っ
こ
の
た
め
か
一
九
一
八
年
か
ら
政
治
科
の
学
坐
募

集
は
中
止
さ
れ
た
。

（
七
）
短
命
だ
っ
た
農
工
科

一
九
一
四
年
か
ら
設
置
さ
れ
た
農
工
科
は
、
文
科
系
と
み
ら
れ
て

い
た
束
岨
同
文
洋
院
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
学
科
で
あ
っ
た
－
こ
の
学
科

の
学
科
諜
程
に
は
、
商
務
科
や
政
治
科
と
の
あ
い
だ
に
共
通
性
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
じ

こ
の
州
似
て
科
へ
の
入
学
者
は
批
初
か
ら
以
側
め
て
少
な
く
、
第
．
川

期
か
ら
第
一
九
期
ま
で
の
入
学
者
総
数
は
一

O
七
名
に
過
ぎ
な
か
っ

た
り
こ
れ
は
一
則
．
平
均
卜
八
名
弱
で
あ
る
け
こ
こ
で
ぶ
細
に
触
れ
る

余
裕
は
な
い
が
、
府
県
派
遣
生
や
公
費
生
で
農
工
科
に
す
す
む
者
は

ま
れ
で
、
良
工
科
の
学
生
の
大
部
分
は
私
費
生
で
山
め
ら
れ
て
い
た
一

い
ず
れ
に
し
て
も
伐
仁
科
は
振
る
わ
ず
、
．
九

.. 

0
年
に
は
小
中
募

集
は
停
止
さ
れ
た
コ

こ
う
し
て
商
務
科
生
が
つ
ね
に
多
数
を
山
め
た
こ
と
は
、
十
収
．
牧
川

文
井
院
の
作
w
m
lイ
メ
ー
ジ
を
規
定
す
る
重
要
な
要
凶
の

J

つ
と

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
士

（
八
）
入
学
者
の
前
学
歴
は
圧
倒
的
に
中
学
校
卒
業
者

入
学
者
の
入
学
前
の
学
歴
が
判
明
し
て
い
る
の
は
第
一
四
期
以
後

で
、
第
一
一
一
．
期
ま
で
の
学
籍
簿
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

入
学
者
の
前
学
阪
は
、
去
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
が
、
判
明
し
て
い

る
限
り
で
は
、
中
学
校
卒
業
者
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
、
そ
れ
以

外
の
学
経
者
は
、
肢
も
多
か
っ
た
商
業
学
校
卒
業
者
で
も
数
名
を
超

l:i ＊張［，；J 文 jlf院入学 r.·,'>lrrfを t毎号 ii コて’f・？に行ったれおたむ



え
る
こ
と
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
ネ
グ
レ
ジ
プ
ル
で
あ
る
。

（
九
）
入
学
者
の
過
半
は
い
わ
ゆ
る
現
役
だ
っ
た

入
学
者
の
前
学
歴
の
卒
業
年
次
を
第
一
六
期
を
例
に
と
っ
て
み
る

と
、
表
5

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
約
半
数
が
当
該
年
度
卒
業
者
い
わ

ゆ
る
現
役
出
身
で
あ
っ
た
。
細
か
く
い
え
ば
、
私
費
生
だ
け
が
現
役

出
身
よ
り
も
浪
人
出
身
が
多
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
他
の
年
度
で
も

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。

j文書院第一六期入学者の入学前の学歴
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E

．
専
門
学
校
時
代
の
東
亘
同
文
書
院
入
学
者
の
若
干
の
特
徴

H 文帯院，；己念総 16 

東
亜
同
文
書
院
は
一
九
二
O
年
に
専
門
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
る

と
同
時
に
、
修
業
年
限
四
年
の
学
校
と
し
て
改
組
し
た
。
専
門
学
校

の
修
業
年
限
は
普
通
は
三
年
で
、
修
業
年
限
四
年
の
専
門
学
校
は
、

医
学
専
門
学
校
を
別
と
し
て
、
官
公
私
立
を
通
し
て
あ
ま
り
多
く
は

な
く
、
私
学
で
は
明
治
専
門
学
校
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
（
同
校

は
、
の
ち
に
官
立
に
移
管
さ
れ
た
。
現
在
の
九
州
工
業
大
学
の
前
身
）
口

官
庁
一
学
校
で
は
東
京
高
等
商
業
学
校
が
四
年
制
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

み
て
も
、
問
年
制
専
門
学
校
の
威
信
は
高
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

東
亜
同
文
書
院
は
、
以
前
は
八
月
始
期
制
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
第

.. 

0
則
か
ら
問
月
始
期
制
に
転
換
し
た
り

専
門
学
校
時
代
の
東
亜
同
文
書
院
入
学
者
の
全
体
的
な
特
徴
は
次

の
よ
う
に
整
埋
で
き
よ
う
〔
同
3

を
参
照
c

（
ご
恐
慌
で
急
減
し
た
入
学
者
数

専
門
学
校
時
代
に
入
る
と
、
入
学
者
数
は
お
よ
そ
百
二

O
名
前
後

で
推
移
し
た
が
、
．
九.. 

0
年
代
後
下
則
か
ら
減
少
し
始
め
、
．
九

二
一0
年
代
の
剛
氏
業
恐
慌
期
に
は
七
問
名
ま
で
落
ち
込
ん
だ
し
か
し
、

こ
れ
が
ボ
ト
ム
で
、
一
九
三
二
年
か
ら
は
少
し
ず
つ
増
加
に
転
ヒ
た
一

（
二
）
府
県
派
遣
生
の
数
も
農
業
恐
慌
期
に
は
半
減
し
た

一
．
府
県
か
ら
の
派
遣
生
は
一
九
一
一0
年
代
に
は
七

O
名
か
ら
九

O
名
の
範
聞
で
推
移
し
た
が
、

J
九
一
二0
年
代
に
入
る
と
五
O
名
前

後
に
減
少
し
、
ボ
ト
ム
の
一
九
三
二
年
に
は
問
．
一
名
と
最
盛
期
の
下

数
以
下
に
落
ち
込
ん
だ
D

こ
れ
は
、
引
き
続
い
た
農
業
恐
慌
の
た
め

に
府
県
財
政
が
緊
縮
し
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
つ
・
川
米
か
ら
派
泣
小
し

を
送
る
こ
と
に
熱
心
で
な
か
っ
た
府
県
は
別
と
し
て
、
一
九
二
一

0
年

代
に
入
っ
て
派
遣
生
を
送
ら
な
く
な
っ
た
北
海
道
、
新
潟
、
福
井
、
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関
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入
学
者
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lｫl 

120 

京
都
、
愛
媛
や
派
遣
生
の
数
を
下
減
さ
せ
た
長
野
、
長
崎
、
鹿
児
島

の
諸
道
県
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
口
こ
の
内
…
で
の
唯
一
の
例
外
は
兵

庫
県
で
、
岡
県
は
従
来
ゼ
目
だ
っ
た
派
遣
生
を
一
九
一
二

0
年
代
に

入
っ
て
か
ら
送
り
出
し
て
い
る
口

二
．
前
期
と
同
じ
く
、
図

4

と
表
7
に
よ
り
、
こ
の
期
間
の
派
遣

生
の
数
を
地
方
別
に
み
る
と
、
北
海
道
・
東
北
六
県
は
六
五
名
（
五
・

問
%
）
、
関
取
．
府
六
県
六
．
名
（
五
・
一
%
）
、
巾
μ川
越
．
一
一
県
．
0

七
名
（
八
・
九
%
）
、
東
海
四
県
一
一
一
九
名
（
一0
・
七
%
）
、
北
陸

三
県
六
三
名
（
．h
・
4

．
%
）
、
近
機
・J
府
川
県
．
・
4
0名
（
九
・
九
%
）
、

四
国
四
県
六
問
名
（
五
・
三
%
）
、
中
岡
地
方
五
県
二
．
一
川
名
（
一

一
%
）
、
九
州
・
沖
縄
八
県
四
六
問
名
（
一
一
一
八
・
四
%
）
で
、
九
州

地
方
各
県
が
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

r

一
二
．
こ
の
期
間
の
派
遣
生
の
数
を
府
県
ご
と
に
み
る
と
、
積
極
的

に
送
り
出
し
た
県
と
消
械
的
だ
っ
た
県
と
に
は
か
な
り
の
迷
い
が
あ

る
。
（
表
7

の
第
二
一
八
則
と
第
三
九
期
は
等
し
く
一
九
一
．
一
八
年
の
入

学
者
で
あ
る
G

第
三
九
期
生
と
は
こ
の
う
ち
遅
れ
て
卒
業
し
た
者
を

ま
と
め
た
則
で
、
入
山
千
年
月
で
区
分
し
た
も
の
で
は
な
い
し
）

全
期
間
を
通
し
て
毎
年
派
遣
生
を
送
り
出
し
た
府
県
は
、
長
野
、

山
梨
、
愛
知
、
．
二
重
、
宮
山
、
石
川
、
奈
良
、
大
阪
、
和
歌
山
、
徳

島
、
間
山
、
山
日
、
福
岡
、
熊
本
、
長
崎
、
鹿
児
島
の
十
六
府
県
で

あ
っ
た
＝

こ
う
し
た
府
県
が
あ
っ
た
の
で
、
東
岨
同
文
書
院
生
の
存
立
基
盤

は
安
定
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

四
．
最
も
多
数
の
学
生
を
派
遣
し
た
府
県
の
ベ
ス
ト
テ
ン
は
、
①

長
崎
（
一
三
五
名
）
、
②
福
岡
（
一O
八
）
、
③
愛
知
（
七O
）
、
④

熊
本
（
六
四
）
、
③
鹿
児
島
（
五
二
）
、
⑥
長
野
（
四
七
）
、
⑦
広
島
（
四

六
）
、
③
大
分
（
四
二
）
、
⑨
佐
賀
（
一
二
七
）
、
⑩
大
阪
（
一
一
一
六
）
で
あ
っ
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た
。と

り
わ
け
九
州
七
県
と
山
口
県
は
派
遣
生
を
送
り
出
す
こ
と
に
熱

心
で
、
こ
れ
ら
七
川
県
で
一
．0年
間
の
派
泣
生
総
数
約
千
一
一
行
名
の
問

割
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

J

五
．
反
対
に
全
期
間
を
通
し
て
．
名
も
派
泣
し
な
か
っ
た
の
は
、

東
京
、
神
奈
川
の
一
一
府
県
で
あ
る
口
た
だ
し
東
京
府
は
、
一
九
二
一
九

年
一
．
月
九
日
に
初
め
て
寸
束
．
亜
同
文
書
院
府
費
生
派
遣
規
程
ー
－
を
制

定
し
、
こ
の
年
か
ら
毎
年
数
名
の
派
遣
生
を
送
り
出
し
た
？
川
町

し
た
が
っ
て
東
京
府
は
、
専
門
学
校
時
代
に
は
府
費
派
遣
生
を
送
ら

ず
、
束
事
．
同
文
存
院
が
大
学
に
昇
防
附
し
て
か
ら
府
費
派
遣
生
を
送
り

出
し
た
こ
と
に
な
る
一

｛
注
］
「
警
視
庁
・
束
京
府
公
続
人
口
ゲ
外
、
昭
和
一
同
年
二
月
九
日

号
に
よ
る
二
ち
な
み
に
、
・
公
報
・
川
上
口
ゲ
記
載
の
来
店
山
刊
行

ぷ
第
百
口
ゲ
に
よ
る
と
、
．
九
・
・

a

九
年
の
府
代
派
泣
止
し
の
選
抜
試

験
は
、
同
品
、
波
文
、
英
石
川
、
数
学
へ
代
数
及
千
ぃ
間
幾
何
）
、

身
体
検
任
及
川
以
試
問
で
下
、
施
さ
れ
た
一

概
し
て
い
収
北
と
関
取
の
必
県
は
派
遣
に
熱
心
で
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
た
だ
し
令
則
問
を
通
し
て
．
れ
し
か
派
泣

L

な
か
っ
た

千
葉
県
、
三
名
し
か
送
ら
な
か
っ
た
鳥
取
県
に
つ
い
て
は
、
県
内
の

育
英
組
織
か
ら
公
費
生
を
派
泣
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
か
も

知
れ
な
い
け
（
こ
う
し
た
事
前
を
考
慮
し
て
、
松
谷
氏
は
県
の
育
英

組
織
か
ら
の
派
遣
生
を
府
県
派
遣
生
に
加
え
て
考
え
て
い
る
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
府
県
派
泣
生
が
入
学
荷
の
過

半
を
山
め
た
こ
と
は
、
東
軍
同
文
書
院
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ

て
き
た
と
い
え
る
し
か
し
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
私
費
生
、
公
費

生
も
決
し
て
少
な
い
数
字
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
東
亜
同
文
書
院
H

府
県
派
遣
生
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
事
実
と
合
わ
な
い
』

専門学校時代の東亜同文書院入学者の
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表6

専門学校時代の東亜同文田院の府県派遣入学者の

派遣府県別内訳 （第20期～第39期の合計）
図4
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表7 専門学校時代の東亜同文田院の府県派遣入学者の
派遣府県別内訳（第加～39期）

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
」ヒj毎j立 2 2 

青森

秋田 ー】っ

む r· ーワ-

LLJ Jfj 6 

宮城
福島
茨城 5 :3 ワワ -ワ－ >ワ

栃木 ーっ>

群馬 】ワワ> ワ・4 ー

東京
千葉

神奈川 ー．

埼ヨミ 2 

31 

長野 3 4 2 4 「J ;) 「 3 :~ 3 3 :3 3 

新潟 3 ::1 2 3 3 3 3 3 

32 33 34 35 

- 2 2 2 

Ill 梨 ワワ 守 ＇） つつ ワ

静岡
愛知l 8 8 5 8 7 2 6 3 2 3 :3 :3 2 3 3 

36 37 38 39 
- ? 

-> •} 

・〉今

岐阜 21 -I ワワ ワワ ・】3 つ>

二ミ－i[( 】ワ】ヮ ・〉

官 111 •) 5 日リ >・〉 ワリ >ワ

イ1JII ワワ

福井 つワ

滋賀 ーワ“ 勺－ ') > 3 -

京都 -ワ
奈良

和大歌阪山 トす 2 じま
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兵庫 ::1 3 
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向矢口 2 2 
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岡山 ワワ ・3 ワ ワ】・】> －つー., つつ •） つ

広島 3 4 ・〉勺 ') ワワ 」L ーリ 3 3 3 :3 

島根
鳥取 ーっ
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（
三
）
専
門
学
校
に
な
っ
て
か
ら
増
加
し
た
私
費
生

一
．
専
門
学
校
に
な
っ
て
か
ら
の
十
九
年
間
に
、
私
費
生
が
五
六

五
名
と
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
特
徴
の
一
つ
と
い

え
る
。二

．
私
費
生
の
数
は
、
時
期
に
よ
り
異
な
る
。
第
二
六
期
か
ら
第

三
一
期
が
少
な
い
の
は
農
業
恐
慌
の
影
響
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
第

三
五
期
以
後
は
毎
年
五
O
名
を
超
え
る
ほ
ど
の
数
に
の
ぼ
っ
た
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
。
中
国
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
《

二
一
．
私
費
生
の
本
籍
か
ら
み
た
府
県
分
布
を
み
る
と
、

の
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
一U

訳胴
船

ロ
n
m
悶

県
鉱
府
～
ゆ
期

S
E
n
U
 

P
鍛

『
・r
r

・
、

買
-h 軍

守のへ院自文同亜東の代時校内
子

四
『J

RF’ 専

い
く
つ
か

(25) 

図5

図
5

と
表
8

に
よ
り
こ
の
期
間
に
入
学
し
た
私
費
生
の
分
布
を
地

方
別
に
み
る
と
、
北
海
道
・
東
北
六
県
は
凹
九
名
（
八
・
七
%
）
、

関
東
一
府
六
県
六
一
二
名
（
十
一
・
二
%
）
、
甲
信
越
一
二
県
二
五
名
（
凹
・

四
%
）
、
東
海
問
川
町
四
二
名
（
七
・
一
二
%
）
、
北
陸
三
県
十
一
名
（
一
一
－

O
%
）
、
近
畿
二
府
四
県
百
二
名
（
一
八
・
一
%
）
、
四
国
間
県
三
七

名
（
L
ハ
・
六
%
）
、
中
国
五
県
八
六
名
（
十
五
・
二
%
）
、
九
州
・
沖

縄
八
県
百
四
一
一
一
名
（
二
五
・
三
%
）
、
外
地
七
名
（
一
・
一
一
%
）
で
あ
っ

た
口
私
費
生
の
全
体
的
傾
向
は
寸
府
県
派
遣
生
と
同
じ
く
、
東
北
地

方
か
ら
は
少
な
く
、
関
西
、
九
州
地
方
か
ら
多
い
よ
う
で
あ
っ
た
り

四
．
東
京
府
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
派
遣
制
度
を
実
施
し
て
い
な

か
っ
た
府
県
に
私
費
生
が
多
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
（
前
述
の
よ
う

に
、
東
京
府
は
一
九
三
九
年
か
ら
府
費
派
遣
生
制
度
を
制
定
し
て
派

遣
生
を
送
り
出
し
た
て
し
か
し
、
九
州
各
県
（
沖
縄
を
の
ぞ
く
）

か
ら
の
私
費
生
が
一
四
二
名
（
こ
の
期
間
の
私
費
入
学
者
の
二
五
%
）

に
の
ぼ
っ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
派
遣
生
制
度
を
実
施
し
て

い
た
府
県
か
ら
も
広
費
生
は
か
な
り
多
く
入
学
し
て
い
た
。
長
野
県

の
．
四
名
、
愛
知
県
の
二
二
名
の
各
県
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
口
こ
う

し
た
事
実
は
、
た
と
え
派
遣
生
選
抜
試
験
に
落
ち
て
も
東
亜
同
文
書

院
に
進
学
し
た
い
と
考
え
た
若
者
た
ち
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
峻
し

て
い
る
つ

（
四
）
私
費
生
の
選
抜
に
は
地
方
入
試
や
無
試
験
検
定
も
あ
っ
た

私
費
生
の
選
肢
に
課
さ
れ
る
入
学
試
験
の
科
目
は
、
一
九
二
六
年

頃
ま
で
は
従
来
と
同
じ
く
「
英
語
、
漢
文
、
作
文
、
数
学
、
地
理
、

服
史
、
化
学
の
八
科
」
と
さ
れ
て
い
た
［
注
］
c

八
科
に
な
ら
な
い

の
は
「
物
理
」
が
ミ
ス
で
脱
落
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
口

［
円
以
］
吋
東
亜
同
文
書
院
紀
要
大
正
十
五
年
九
月L
に
収
録
さ
れ

た
章
程
に
よ
る
c

！”l 文舟院記念総 20 



表8 専門学校時代の東E同文田院への私費入学者の府県別内訳
（第20期～第39期）

本裕 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
北海道
青森
手火 111
岩手
山形

宮城

福島 I 2 2 
茨城
栃木 l 2 
群馬

1*0.lt 2 3 3 2 4 
千葉
神奈川
埼玉
i毛野 2 
新潟 I 2 
山梨

静岡 2 2 
愛知 2 2 l 
岐阜
三重 2 
富山
石川 I 2 
福井 つ

i並tY ーワ 2 l 

34 35 36 37 38 39 

I 2 

1 2 
3 2 4 2 

') 

3 I 3 2 4 l 

4 2 

l 4 
I 3 

2 1 I 3 
京都 2 3 2 I 4 2 2 2 1 
奈良 ワ

大阪 I 3 2 2 1 2 3 I I 2 つ
和歌山 I 2 3 2 ? 

兵庫 2 2 5 2 3 2 2 
香川 2 I 
徳島 ワ つ 2 I 
高知
愛媛 2 I I 2 
I長！LlJ 3 3 :3 4 4 
広島 I 2 ワ 2 4 3 5 5 5 3 I 
島棋
鳥取
山口 2 3 l つ】】つ 3 l 
福岡 4 2 3 3 I ワ 3 2 I 3 4 11 4 4 
大分 2 3 3 
熊本 I 11 
佐賀 2 I 2 2 I 3 2 2 4 
長崎 I 2 つ ワワ 3 I 
宮崎 2 
鹿児向 I 5 3 2 ワ I 3 
沖縄

台湾
朝鮮

iii・ 22 1 9 18 32 39 21 15 14 20 26 15 33 29 35 52 55 56 50 23 

[it] 第27期、 28即jにはそれぞれ聴講中l名を ｛；； む。

21 東亜同文 ltf院入学fi·の f,f.，像－－ i毎を·.ii って；－；：ぴに行った r,, riーたち
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と
こ
ろ
が
、
「
受
験
新
報L
に
紹
介
さ
れ
た
→
九
一
：
八
年
頃
の
東

亜
同
文
書
院
の
私
費
生
の
選
抜
に
関
す
る
・
記
事
に
よ
る
と
、
弘
代
位

の
入
学
試
験
科
目
は
、
数
学
（
代
数
及
ポ
而
幾
何
）
、
英
品
、
川
茂

文
で
、
「
商
業
学
校
卒
業
者
ハ
代
数M
礼
子
耐
幾
何
ノ
代
リ
ニ
尚
業
杭
術
、

商
業
簿
記
ニ
付
キ
受
験
ス
ル
コ
ト
ヲ
作
」
と
さ
れ
て
い
た

J

．
九
．
一

八
年
以
来
の
文
部
行
の
受
験
科
日
数
削
減
政
策
に
京
弧
川
文
訂
院
も

同
調
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
つ
か
ら
削
減
さ
れ
た
の
か
、

い
ま
は
不
明
で
あ
る
？
川
様
に
、
尚
業
学
校
卒
業
者
に
代
打
川
口
科
目
で

の
受
験
を
い
つ
か
ら
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
も
．
小
別
で
あ
るf

な
お
こ
の
時
期
に
は
、
東
京
、
京
都
、
悩
附
及
び
上
海
に
お
い
て

入
学
試
験
が
実
施
さ
れ
て
い
た
中
川
で
の
受
験
か
．
叶
能
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
ま
た
川
ヒ
記
事
に
よ
る
レ
六
こ
の
時
期

に
は
旅
試
験
検
定
も
実
施
さ
れ
て
い
た
中
学
校
の
卒
業
年
次
の
成

績
及
第
者
の
卜
分
の
一
以
内
の
行
に
つ
い
て
い
県
試
験
で
選
依
す
る

H

式
で
、
現
今
の
推
間
入
学
に
あ
た
る
い
つ
頃
か
ら
や
た
胞
し
始
め
た

の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

h
v
i時
の
行
しμ
一
向
写
商
業
学
校
で
は

・
広
く
下
、
施
さ
れ
て
い
た
五
式
で
あ
っ
た

（
五
）
準
公
費
生
は
い
な
か
っ
た

前
述
し
た
が
、
準
公
資
生
は
そ
の
制
度
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
・

4
0則
の
→
名
を

H
以
後
に
い
な
く
な
っ
た
、

（
六
）
満
鉄
が
登
場
す
る
な
ど
公
費
生
の
派
遣
元
が
変
化
し
た

こ
の
時
期
の
公
費
生
は
、
総
計
．
j
a
L
ハ
名
に
の
ぼ
っ
た
口

と
こ
ろ
が
、
公
費
生
の
派
辺
元
に
は
大
き
な
変
化
が
は
ら
れ
る
一
リ

第
．
に
、
前
期
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
市
満
州
鉄
道
（
株
）
（
以
一
卜
「
満

鉄
」
と
す
る
）
か
ら
派
泣
さ
れ
た
者
が
百
一
一
六
名
と
全
公
費
生
の
過

半
数
を
山
め
て
い
る
こ
と
が
注
け
さ
れ
る

満
鉄
か
ら
の
東
．
車
同
文
古
院
へ
の
派
泣
生
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、

！”！ .:C 言i l完.；［＇.念総 22 

口
取
恒
同
文
書
院
大
学
史
L

に
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
佐
初
（
第
．
一O
期
）
の
満
鉄
か
ら
の
派
遣
生
は
、
社
員
か
ら

選
ば
れ
た
行
問
名
、
各
府
県
の
山
下
業
符
か
ら
選
ば
れ
た
行
が
．
問
名

だ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
［
花
」
で
な
お
こ
こ
で
は
ぶ
し
く
は

触
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
満
鉄
派
泣
生
の
前
学
版
を
け
ん
る
と
、
い
わ

ゆ
る
現
役
生
［
山
．U
の
他
に
ず
っ
と
以
前
の
過
年
度
卒
業
将
が
多

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
，
後
私
引
は
会
社
内
部
か
ら
の
派
泣
で
あ
っ
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る

υ

な
お
満
鉄
内
部
で
い
取
組
同
文
訂
院
へ
の
派
泣
作
し
の

選
抜
の
実
務
の
衝
に
当
た
っ
た
庶
務
課
長
は
京
柑
．M
丈
市
院
第
．
則

小
心
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

表 9専門学絞時代の東亜同文宙院への公賀派泊入学者の派遣元別内訳

（第却期～第39期）

. ）、 f ：， 符j

派遣え h11J21 J22l23l21)2，’ 12ιJ2;l2肘 k•J:,11J:,1J·1コ l:i:
Iii耐H妙．泊 f 休’ ItxJ 19J 1“j llJJ HJ IJ 5J :,j :,J 日 I 2J lJ I I J 1 J ',J til ,;1 寸 121;
外向行 I ',Isl ',I 21 川 I 11 I I I I I 11 I I I I I :•I :! I 
円以則的日 I 21 I I J 2J 2J :iJ I J :,J I I J I I J I I l I I I I I I l ベ
州川向山： I 1 J I I J ,, ti " :iJ 21 l ::J I I I I I I I I I I:! 
1 景山介む： I 11 I I I I I I I I I ! I ! ! I ! ! 1 I : 
,H~l（公的 I I 31 2 

fii靴作， 11 I Ii 
fiXi•！•？＋よ I I I I :i 
日絞り川ナ公 I II I 1 

法 Ill的 I II I I 11 
値引：，＇.＇.行 if,:: I I I I I I 11 I I 
件,Ii川 tr 11: :1 I I I I I I I I I I 
fUdllir I I I I I I 1! 111 
JH,1悦·n;: I I I I I I I 3ｷ 
K阪 11J[J 川HI I I I I I I I• 
s；；本1ff11,1, I I I I I I I 11 
J協；；，,i,+H Uf I I I I I I I I I 
0今 1,_;',-{t;;H I I I I I I I I い
1(,\IW（［町九，il:lJ, I I I I I I I I I I I 
山内日： I I I I I I I I I I 11 ii :1 いいい
tF.i;•.1t11t·川 I I I I I I I I I I I I I ＿＿！＿！といLV
11ｷ1-f ム r;., I I I I I I I I I I I I I I I I 11 1 

l2;12,,l:::,l 1!•I 1211:il 1 戸 11 イ～1111 ’ I ・ I :I 11 -J: /;I; 
* ：！抗：，：s.r;i::,\r•ηjs',,;;,,•

耳

..』：：·，，，

II I 

れ：： I I 



［
注
ニ
吋
東
亜
同
文
書
院
大
学
史L
（
旧
版
三
三
二
一
l

二
．
3
4頁
。

｛
へ
些
長
「
愛
知
県
公
報
ι

第
六
一
八
号
（
一
九
二
一
年
一
月
一
一
一
日
）

に
、
満
鉄
か
ら
依
頼
さ
れ
た
京
税
同
文
書
院
派
遣
生
募
集
の
記

事
が
見
え
る
c

募
集
人
員
、
選
抜
方
法
等
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
筆
者
の
調
べ
た
限
り
、
こ
の
他
の
年
次
に
は
日
．
愛

知
県
公
報
L

に
は
満
鉄
か
ら
の
募
集
記
事
は
見
え
な
い

U

第
二
に
、
前
期
に
は
最
も
多
か
っ
た
各
府
県
の
育
英
団
体
か
ら
の

公
費
生
は
、
満
鉄
に
次
ぐ
第

J

一
の
地
歩
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
わ

そ
の
内
訳
は
、
鳥
取
県
勧
学
会
（

J

一
問
）
、
秋
山
県
育
英
会
（
十
八
）
、

香
川
県
育
英
会
（
五
）
、
宮
崎
県
奨
学
会
（
二
）
、
岐
阜
県
育
英
会
（
」
一
）
、

千
葉
県
育
英
会
（
一
）
で
、
計
五
二
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
同
体
は
、

一
九
二
0
年
代
末
か
ら
の
民
業
恐
慌
期
か
ら
学
生
を
送
り
出
さ
な
く

な
っ
た
。

第
三
に
、
外
務
省
派
遣
生
が
こ
の
矧
の
み
で
も
二
凹
名
の
多
数
に

の
ぼ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
青
島
民
政
府
（
五
）
、

台
湾
総
督
府
（
こ
、
釜
山
府
（
こ
な
ど
の
植
民
地
の
政
庁
か
ら

の
派
遣
生
、
さ
ら
に
満
鉄
（
一
．
一
六
）
を
く
わ
え
る
と
、
東
亜
同
文

書
院
は
政
策
側
か
ら
も
誌
目
さ
れ
る
学
校
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
四
に
、
派
遣
生
を
熱
心
に
送
り
出
し
た
団
体
と
し
て
、
長
春
商

業
学
校
（
そ
の
後
継
校
で
あ
る
新
京
商
業
学
校
を
合
わ
せ
て
一
九
）
、

東
洋
協
会
（
満
州
支
部
を
合
わ
せ
て
七
）
が
注
目
さ
れ
る
。
東
洋
協

会
は
、
日
清
戦
争
の
結
果
併
合
し
た
台
湾
の
植
民
地
経
営
に
関
す
る

調
売
研
究
を
め
ざ
し
て
一
八
九
八
年
に
設
立
さ
れ
た
台
湾
協
会
（
桂

太
郎
を
会
長
と
し
、
水
野
遵
、
大
倉
喜
八
郎
ら
が
役
員
）
を
前
身
と

し
、
日
露
戦
争
後
の
一
九
O
七
年
に
東
洋
協
会
と
改
称
し
た
団
体
で

あ
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
こ
れ
ら
つ
い
て
論
評
す
る
材
料
は
な
い
U

住
友
銀
行
、
住
友
合
資
会
社
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
鈴
木
商
店
、

日
本
ゴ
ム
（
株
）
な
ど
の
私
企
業
も
俺
か
で
は
あ
る
が
派
遣
生
を
送
っ

て
い
た
。

（
七
）
入
学
者
の
入
学
前
の
学
歴
の
大
部
分
は
中
学
校
卒
業
者

入
学
省
の
入
学
前
の
学
服
で
は
、
八
五
期
間
を
通
し
て
中
学
校
が
大

多
数
を
占
め
て
い
た
。
中
学
校
以
外
か
ら
の
入
学
者
と
し
て
は
商
業

学
校
卒
業
者
が
第
二
五
則
あ
た
り
か
ら
毎
年
数
名
程
度
あ
っ
た
に
過

ぎ
な
い

υ

前
述
の
よ
う
に
商
業
学
校
卒
業
者
に
は
数
学
の
代
わ
り
に
商
業
算

術
と
簿
記
で
受
験
す
る
道
が
聞
か
れ
た
が
、
あ
ま
り
効
果
は
な
か
っ

た
も
の
の
如
く
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
（
い
わ

ゆ
る
専
検
）
合
格
者
な
ど
中
学
校
卒
商
業
学
校
卒
以
外
の
学
歴
者
は

無
視
し
仰
る
程
少
数
で
あ
っ
た
口

と
こ
ろ
で
内
地
の
官
ι

尚
等
商
業
学
校
で
は
商
業
学
校
か
ら
の
入

学
者
が
一
二O
%
前
後
を
占
め
て
い
た
D

こ
の
こ
と
と
比
較
す
る
と
、

東
亜
同
文
書
院
へ
の
商
業
学
校
か
ら
の
入
学
者
は
、
筆
者
の
予
想
以

上
に
少
数
で
あ
っ
た
。
｛
目
立
高
等
商
業
学
校
に
商
業
学
校
か
ら
の
入

学
者
が
多
か
っ
た
の
は
、
そ
の
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
、
商
業
学
校

卒
業
者
に
対
し
て
は
入
学
者
選
抜
の
た
め
の
学
か
検
究
科
目
の
一
部

を
中
学
校
卒
業
者
の
そ
れ
と
替
え
る
措
置
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
東
亜
同
文
書
院
が
こ
う
し
た
措
置
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

遅
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
僅
か
に
せ
よ
京
．
m

同
文
書
院
に
商
業
学
校
か
ら
の
入
学
者
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
目
し

て
お
き
た
い
。
公
費
生
の
中
に
商
業
学
校
出
身
者
が
比
較
的
多
か
っ

た
こ
と
も
付
ユ
一
一
目
し
て
お
く

c

（
八
）
入
学
者
の
過
半
数
は
い
わ
ゆ
る
現
役
卒
だ
っ
た

入
学
者
の
入
学
前
の
学
歴
を
卒
業
年
次
を
第
三
四
期
つ
ま
り
一
九

三
四
年
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
表
叩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
入
学
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者
の
過
半
は
当
該
年
度
卒
業
者
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
現
役
出
身
、
だ
っ

た
。
こ
の
傾
向
は
他
の
年
度
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
口

表10 東亜同文宙院第三四期入学者の入学前の学歴
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N
．
東
E
同
文
書
院
大
学
予
科
入
学
者
の
特
徴

一
九
三
九
年
に
東
亜
同
文
書
院
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
に
昇
格
し

た
。
修
業
年
限
は
、
小
学
校
卒
業
を
入
学
資
松
山
と
す
る
子
科
が
二
年

［
補
注
］
、
学
部
三
年
で
あ
る
つ
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
後
の
束
亜
同

文
書
院
へ
の
新
規
の
入
学
者
は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
予
科
の
入
学

者
で
あ
る
円
学
部
は
た
だ
一
一
械
で
、
尚
学
、
法
学
等
の
山
中
攻
の
名
称

は
つ
い
て
い
な
い
9

東
京
商
科
大
学
な
ど
の
例
に
倣
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
（
戦
後
の
大
学
で
は
、
単
科
大
学
で
も
学
部
の
種
類
を
名

乗
っ
て
い
る
。
）

［
補
注
］
大
学
令
に
よ
る
大
学
の
予
科
は
、
高
等
学
校
高
等
科
と
等

し
い
修
業
年
限
三
年
の
学
科
課
程
等
を
原
則
と
し
て
お
り
、
そ

の
入
学
資
栴
も
向
等
学
校
内
等
科
と
等
し
く
中
学
校
第
間
学
年

修
了
以
ヒ
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
北
海
道
帝
国
大
学
、
東

京
商
科
大
学
も
そ
う
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
予
科
を
も
っ
帝
大
、

ん
日
仏
大
学
は
少
な
か
っ
た
）
。
こ
れ
に
対
し
て
私
立
大
学
は
、

予
科
の
入
学
資
格
を
中
学
校
卒
業
以
上
と
し
、
そ
の
修
業
年
限

を
二
年
と
し
て
い
た
り
東
亜
同
文
書
院
大
学
も
こ
の
方
式
に
な

ら
っ
た
も
の
と
ザ
え
ら
れ
る
口

市
本
岨
同
文
書
院
の
学
則
は
、
第
六
五
条
で
「
大
学
予
科
生
徒
ハ
府

県
費
生
公
費
生
引
私
費
生
ト
シ
共
ノ
採
川
ノ
順
序
ハ
先
ズ
府
県
校
生
ヲ

ほ
リ
次
一
一
八
ム
校
生
ヲ
派
リ
尚
余
桁
ア
ル
ト
キ
ハ
私
伐
生
ヲ
採
ル
」
と

定
め
た
c

こ
の
入
学
者
選
抜
方
法
は
、
準
公
費
生
の
制
度
が
な
く
な
っ

た
こ
と
を
の
ぞ
く
と
、
京
．
並
同
文
書
院
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
級
で
あ
る

次
に
第
六
七
条
で
、
「
大
学
子
科
ニ
入
学
シ
得
ル
有
ハ
年
齢
満.. 

十
．
歳
以
下
ノ
男
子
ニ
シ
テ
左
記
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
タ
ル
ヘ
シ
」

と
し
て
、
「
一
、
中
学
校
ヲ
卒
業
、
ン
タ
ル
者
“
．
一
、
専
門
学
校
入
学

行
険
定
規
杭
二
一
依
リ
試
験
検
定
ニ
んH
栴
シ
タ
ル
有
口
：
一
、
文
部
大
山

ニ
於
テ

J

般
専
門
学
校
ノ
入
学
ニ
関
シ
中
学
校
卒
業
ト
同
等
以
上
ノ

山
字
力
ア
リ
ト
指
｛
．
K
シ
タ
ル
者
」
を
掲
げ
て
い
た
｛
出
マ

［
注
］
学
則
の
規
定
は
、τ束
岨
同
文
占
院
大
学
・
間
人L

一
九
八
二
年
、

一
掘
友
会
、
七
三
四
頁
に
よ
るc

列
挙
さ
れ
た
入
学
資
格
は
、
そ
れ
以
前
の
他
の
私
立
大
学
の
学
則

の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
た
だ
一
つ
、
「
年
齢
満
二
卜

一
歳
以
下
」
と
年
齢
の
上
限
を
規
定
し
て
い
る
点
、
だ
け
は
他
の
大
学

に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
な
し
て
い
た
「

東
岨
同
文
洋
院
大
学
，
r

科
入
学
有
の
実
態
ぃ
聞
か
ら
み
た
特
徴
は
、

！日l文内！？右記念科1 2ｷ1 



次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

（
こ
入
学
者
は
大
幅
に
増
加
し
た

東
亜
同
文
書
院
大
学
予
科
の
入
学
者
数
は
従
来
に
比
し
て
著
し
く

増
加
し
、
大
戦
末
期
の
一
九
四
四
年
入
学
の
第
六
期
を
の
ぞ
き
、
毎

年
一
六
O
名
を
超
え
て
い
た
。

（
二
）
入
学
者
の
派
遣
元
と
選
抜
の
方
法
は
東
亜
同
文
書
院
と
同
じ

図
6

と
表
口
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
の

予
科
生
の
入
学
者
選
抜
の
方
法
は
東
亜
同
文
書
院
時
代
と
同
じ
く
、

府
県
派
遣
生
、
公
費
生
、
私
費
生
の
範
障
に
区
分
し
て
実
施
さ
れ
て

い
た
。

準
公
費
生
の
制
度
は
な
い
。

表11 東亜同文密院大学予科入学者の派遣元別構成の変遷

開目11 入学 入学 内府県派遣If:. 内公費「I=. 内私費生

年次 総数 実数比率 実数比率 実数比率

I 1939 167 70 (41. 9) 13 (7.8) 84 (50.3) 

ワ- 40 161 75 (46.6) 23 (14 .3) 63 (39. l) 

3 41 172 82 (47.8) 25 (14. 5) 65 (37.8) 

42 183 88 (48. I) 24 (13.1) 71 (38.8) 

5 43 176 91 (51. 7) 25 (l,t .2) 60 (34. I) 

6 44 90 43 (47 .8) 6 (6.7) 41 (45.6) 

ノ1--1』ヨnιI 949 449 (47.3) 116 (12. 2) 84 (40.5) 

予科第1m1は、通算節40期として拘われている。

東亜同文由院大学予科入学者の派遣元別構成の変遷（第 1 ～第 6 期）図6
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（
三
）
予
科
生
の
派
遣
元
の
構
成
は
、

を
占
め
た

派
遣
元
別
の
構
成
は
、
東
亜
同
文
書
院
時
代
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
ず
、
府
県
派
遣
生
が
最
も
多
数
で
あ
っ
た

F

し
か
し
そ
の
比

率
は
お
お
む
ね
五
割
弱
で
、
半
数
を
超
え
た
の
は
第
五
則
の
み
で

あ
っ
た
。

府
県
派
遣
生
の
派
遣
府
県
別
内
訳
は
煩
肢
に
な
る
の
で
省
略
し
、

そ
の
要
約
を
述
べ
る
c

派
遣
元
は
全
国
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
そ
の
府
県
別
内
訳
を
み
る

と
、
六
期
を
通
じ
て
合
計
二
十
名
以
上
派
泣
し
た
の
は
、
点
以
（

. 

. 

）
、
大
阪
（
一
二
九
）
、
長
崎
（
ゴ
一
同
）
、
福
岡
（
二
し
ハ
）
、
山
口
（
・

4

一
）
、
熊
本
（
二O
）
、
の
諸
府
県
で
、
東
亜
同
文
書
院
時
代
と
同
じ

く
、
概
し
て
山
口
と
九
州
各
県
が
熱
心
に
送
り
出
し
た
と
い
え
る

し
か
し
東
民
同
文
書
院
時
代
に
は
あ
ま
り
熱
心
で
な
か
っ
た
京
京
、

大
阪
が
多
数
派
遣
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
一
他
ト
刀
、
秋
山
、
目
下
、

山
形
、
日
城
、
千
葉
、
愛
媛
、
の
諸
県
の
よ
う
に
六
期
を
通
じ
て
．

名
も
送
ら
な
か
っ
た
県
も
あ
っ
た
二

（
四
）
私
費
生
は
四
割
前
後
を
占
め
た
が
、
そ
の
出
身
府
県
に
は

ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た

東
亜
同
文
書
院
大
学
の
子
科
生
の
中
で
は
、
私
費
生
が
増
加
し
そ

の
構
成
比
が
四
割
前
後
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

予
科
の
私
費
生
の
出
身
府
県
別
内
訳
は
煩
斑
に
な
る
の
で
省
略
し
、

そ
の
要
約
を
述
べ
る
。

私
費
生
の
出
身
府
県
も
お
お
む
ね
全
国
に
ま
た
が
っ
て
い
た

J

し

か
し
そ
の
本
籍
に
よ
り
出
身
府
県
内
訳
を
み
る
と
、
長
崎
な
ど
従
来

か
ら
多
か
っ
た
九
州
勢
よ
り
、
東
京
（
凹
八
名
）
、
福
岡
（
四
一
名
）
、

大
阪
（
二
六
名
）
、
兵
庫
（
一
二
名
）
、
長
崎
（
一
七
名
）
、
愛
知
（
一

府
県
派
遣
生
が
半
数
前
後

五
名
）
の
よ
う
に
大
都
市
を
か
か
え
る
府
県
が
多
数
の
私
費
生
を
輩

出
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
六
期
を
通
し
た
人
数
の

計
）
口
他
方
、
岩
手
、
群
馬
、
山
梨
、
富
山
、
福
井
の
よ
う
に
一
名

も
い
な
か
っ
た
県
、
背
森
、
秋
山
、
山
形
、
符
城
、
一
悩
品
、
茨
城
、

一
二
重
、
奈
良
、
香
川
、
向
知
、
島
恨
、
鳥
取
、
佐
賀
、
沖
縄
の
よ
う

に
六
期
を
通
し
て
一
l

－
一
名
し
か
い
な
か
っ
た
県
も
あ
っ
た
。

（
五
）
公
費
生
は
、
官
庁
、
植
民
地
政
庁
か
ら
の
派
遣
が
増
え
た

予
科
生
中
の
公
費
生
は
、
学
生
募
集
に
困
難
な
状
況
が
生
ま
れ
た

第
六
期
を
の
ぞ
き
、
何
年
一
一
桁
の
学
生
が
送
ら
れ
、
し
ハ
則
合
計
は
．

4
L

ハ
名
に
達
し
た
」
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表12 東亜同文田院大学予科入学者中の公質生の派遣元別の内訳
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て
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
東
亜
同
文
書
院
時
代
と
同
じ
く
、
満

鉄
派
遣
生
が
二
五
名
と
最
も
多
く
、
さ
ら
に
華
北
交
通
（
株
）
か
ら

の
派
遣
生
が
．
七
名
と
急
用
し
た
口

二
．
次
い
で
外
務
省
（
一
一
名
）
、
興
亜
院
（
ゴ
一
名
）
、
大
東
亜
省

（
二
名
）
な
ど
の
中
央
官
庁
派
遣
生
、
朝
鮮
総
督
府
派
遣
（
九
名
）

が
哨
え
た
こ
と
が
目
立
つ
。

三
．
従
来
か
ら
の
府
県
の
育
英
団
体
か
ら
の
派
遣
生
は
、
鳥
取
県

勧
学
会
（
九
名
）
、
和
歌
山
の
竹
中
養
源
会
（
五
名
）
、
宮
崎
県
奨
学

会
（
二
名
）
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
比
重
は
小
さ
く
な
っ
た

D

四
．
私
的
な
団
体
と
し
て
は
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
第
六
期
を
の

ぞ
き
、
毎
年
五
名
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
口

（
六
）
予
科
生
の
入
学
前
の
学
歴
は
中
卒
が
大
部
分
だ
っ
た

東
亜
同
文
書
院
大
学
予
科
生
の
入
学
前
の
学
歴
は
中
卒
が
大
部
分

で
、
そ
の
他
の
学
歴
者
は
．
割
に
も
達
し
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
比

較
的
多
か
っ
た
の
は
商
業
学
校
出
身
者
で
あ
る
が
、
毎
年
数
名
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。

V
．
東
亜
同
文
書
院
大
学
学
部
入
学
者
の
特
徴

一
九
二
一
九
年
に
子
科
に
入
学
し
た
者
は
問
．
年
三
月
に
修
了
し
、

そ
の
年
四
月
に
学
部
に
進
学
し
た
り
こ
の
時
期
ま
で
は
い
わ
ば
順
調

だ
っ
た
が
、
こ
れ
以
後
は
戦
時
下
の
修
業
年
限
短
縮
措
置
の
た
め
に
、

や
や
煩
蹟
に
な
る
の
で
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
入
学
期
、
卒

業
期
と
も
通
常
よ
り
ず
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
大
学
（
旧
制
）
は
、
学
歴
に
よ
り
入
学
順
位
を
定
め
、

そ
の
順
位
の
志
願
者
が
定
員
以
内
で
あ
れ
ば
、
選
抜
試
験
を
実
施
し

な
か
っ
た
。
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
学
則
は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学

子
科
修
了
者
を
第
一
順
位
と
し
、
そ
の
次
に
、
「
一
束
亜
同
文
占
院

商
務
科
卒
業
者
、
二
高
等
学
校
高
等
科
卒
業
者
、
二
一
他
の
大
学
予
科

修
了
者
、
凶
高
等
学
校
高
等
科
卒
業
者
若
し
く
は
大
学
予
科
修
了
者

と
同
等
の
学
力
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
者
」
を
順
位
を
定
め
ず
列
挙
し

て
い
た
。

（
ご
東
亜
同
文
書
院
大
学
学
部
の
入
学
者
の
ほ
と
ん
ど
は
予
科

修
了
者

官
立
、
八
ム
立
、
私
立
を
問
わ
ず
予
科
を
も
っ
て
い
た
大
学
の
学
部

入
学
者
の
大
部
分
は
、
当
該
大
学
の
予
科
修
了
者
で
あ
っ
た
口
束
亜

同
文
書
院
大
学
の
学
部
も
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
学
歴
者
は
僅
か
で
、
四

期
を
通
じ
て
七
名
と
い
う
ご
く
倣
か
の

束
報
同
文
書
院
商
務
科
卒
業
者
と
二

O

数
名
の
ん
目
立
、
私
立
の
高
等
商
業
学
校

卒
業
者
が
入
学
し
て
い
た
口
こ
れ
ら
は

す
べ
て
私
費
生
で
あ
る
。

（
ニ
）
東
亜
同
文
書
院
大
学
学
部
生

の
約
半
数
は
府
県
派
遣
生

だ
っ
た

東
亜
同
文
書
院
大
学
学
部
の
入
学
者

の
派
遣
一
五
別
構
成
は
、
以
上
に
触
れ
た

例
外
的
な
学
歴
者
を
の
ぞ
き
、
当
然
な

が
ら
基
本
的
に
は
予
科
入
学
者
の
そ
れ

と
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
半

数
近
く
が
府
県
派
遣
生
で
占
め
ら
れ
て

い
た
。

東亜同文田院大学予科修了者以外の学歴の数

＊張ful文符院商務 f十 ｛也の官。E弘立の
fi,j·｝：桜不 f9j~
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東
E
同
文
書
院
大
学
附
属
専
門
部
入
学
者
の
特
徴

東
亜
同
文
書
院
大
学
は
一
九
四
三
年
度
か
ら
附
属
専
門
部
を
設
置

し
た
。

旧
学
制
の
時
代
に
は
、
多
く
の
私
立
専
門
学
校
は
、
大
学
に
昇
格

す
る
に
際
し
て
、
旧
来
の
専
門
学
校
の
機
能
を
附
属
専
門
部
と
し
て

残
す
の
が
通
例
だ
っ
た
（
他
万
、
日ι
学
校
で
大
学
昇
格
に
際
し
て

附
属
専
門
部
を
残
し
た
の
は
東
京
商
科
大
学
く
ら
い
の
も
の
で
あ

る
）
。
と
こ
ろ
が
東
亜
同
文
書
院
は
、
大
学
に
昇
栴
す
る
に
際
し
て

専
門
部
を
残
さ
な
か
っ
た

U

大
学
界
情
後
五
年
も
た
つ
て
か
ら
附
属

専
門
部
を
設
置
し
た
事
情
は
別
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
玩
ち
入
る
余
裕
が
な
い

愛
知
大
学
に
遣
さ
れ
て
い
る
東
亜
同
文
書
院
大
学
附
属
専
門
部
の

入
学
者
の
学
籍
簿
は
一
九
四
三
年
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
の
み
で

あ
る
コ
専
門
部
の
入
学
者
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
弊
瑚
．
で
き
る

（
こ
専
門
部
入
学
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
私
費
生

附
脱
出
中
門
部
入
学
者
こ
ハ
」
名
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
私
費
生
で

（
一
五
三
名
）
、
府
県
派
遣
生
は
一
人
も
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

点
在
同
文
書
院
の
歴
史
に
例
の
な
い
施
設
で
あ
っ
た
一
ヅ

筆
者
は
、
附
属
専
門
部
の
学
生
募
集
要
項
を
探
し
出
せ
な
か
っ
た

が
、
授
業
料
を
全
額
負
担
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る
〔
多
額
の
負
仰
を
し
て
ま
で
も
こ
う
し
た
多
数
の
入
学
有
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
驚
き
で
あ
る
。

表14 東亜同文田院大学附属専門部入学者の出身学校
所在地別・本箱別分布
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附
属
専
門
部
入
学
者
に
は
、
府

県
か
ら
の
派
泣
制
度
が
あ
る
か
ら

よ
摂
し
た
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か

か
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
出
身

地
域
分
布
に
は
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
［
注
］f

衣
刊
に
よ
る
と
、

附
属
専
門
部
入
学
折
は
出
身
学
校

の
所
在
地
別
か
ら
み
て
も
、
従
来

と
同
じ
く
、
九
州
か
ら
の
入
学
者

が
多
い
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
・

兵
庫
な
ど
の
大
都
市
地
域
か
ら
の

入
学
者
が
多
い
、
従
来
か
ら
少
な

か
っ
た
東
北
地
万
か
ら
も
少
な
い

と
は
い
え
入
学
者
が
あ
っ
た
、
な

ど
の
特
徴
が
み
ら
れ
る

U

全
体
と

し
て
は
、
本
籍
別
に
み
て
も
、
ほ



ぽ
日
本
の
全
域
か
ら
入
学
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
中
で
め
だ
っ
た
特
徴
の
一
つ
は
、
藤
田
教
授
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
出
身
学
校
所
在
地
の
府
県
で
民
分
す
る
と
、
上
海

を
中
心
と
し
た
外
地
か
ら
の
入
学
者
が
多
か
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
比

率
は
一
一
O
%
に
達
し
て
い
た
。

［
注
］
藤
田
教
授
の
吋
束
岨
同
文
書
院
記
念
報L〈
。
一
・
。
の
第2
凶

は
、
大
学
入
学
者
と
附
属
専
門
部
入
学
者
と
を
混
み
に
し
て
示

し
て
い
る
が
、
前
者
に
は
府
県
派
遣
生
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
ニ
）
附
属
専
門
部
へ
の
公
費
生
は

八
名
の
み

附
属
専
門
部
入
学
者
一
六
一
名
中
の

公
費
生
の
派
遣
元
は
華
北
屯
業
有
限
公

司
（
四
名
）
、
亜
細
亜
鋼
業
（
株
）
（
四

名
）
の
計
八
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

（
三
）
附
属
専
門
部
入
学
者
に
は
商

業
学
校
出
身
者
が
多
か
っ
た

表
日
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
専
門
部

入
学
者
に
は
商
業
学
校
出
身
者
が
凹
一
二

名
と
か
つ
て
な
く
多
く
、
全
入
学
者
の

二
七
%
を
占
め
た
。
商
業
学
校
出
身
者

に
対
す
る
選
抜
方
法
（
た
と
え
ば
学
力

検
査
科
目
の
構
成
）
を
中
学
校
出
身
者

に
対
す
る
方
法
と
変
え
た
可
能
性
が
大

き
い
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

東亜同文田院大学附属専門部入学者の入学前の学歴内訳
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表15

結
び
に
代
え
て

今
日
で
は
、
海
外
に
官
学
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
し
か
し
一
世
紀
前
か
ら
半
世
紀
前
ま
で
の
時
代
に
、
学
者
で

も
な
い
若
者
が
何
か
を
学
ぶ
た
め
に
（
船
で
）
国
の
外
ま
で
出
か
け

る
こ
と
は
あ
る
椅
の
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る

｛
注
］
。

｛
注
］
筆
者
の
気
づ
い
た
限
り
、
二
一
千
数
百
名
に
の
ぼ
っ
た
入
学
者

の
中
で
一
名
だ
け
、
上
海
に
着
い
て
間
も
な
く
逃
亡
し
た
、
と

学
籍
簿
に
記
さ
れ
て
い
る
学
生
が
あ
っ
た
口

戦
前
で
も
海
外
事
情
を
学
ぶ
こ
と
は
重
視
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
、
中
等
学
校
以
k

の
学
校
で
学
背
す
る
外
同
語
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
が
中
心
で
、
そ
れ
は

い
わ
ば
先
進
国
に
学
ぶ
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
最
も
身
近
な
外
国
で

あ
る
中
問
、
朝
鮮
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
で
は
な
か
っ
た
コ
こ
う
し
た

近
代
日
本
の
流
れ
の
中
で
、
東
亜
同
文
書
院
（
大
学
）
が
中
国
語
と

中
国
に
つ
い
て
本
絡
的
に
学
ぶ
機
会
を
提
供
し
た
こ
と
が
、
谷
道
府

県
当
局
に
支
持
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
そ
こ
に
学

ぼ
う
と
す
る
有
為
の
若
者
た
ち
を
集
め
得
た
と
こ
ろ
に
、
東
唖
同
文

書
院
（
大
学
）
の
成
立
基
盤
が
あ
っ
た
と
言
え
る

c

こ
う
し
て
海
を
越
え
て
中
国
に
つ
い
て
学
び
に
行
こ
う
と
す
る
有

為
の
若
者
た
ち
が
全
国
に
多
数
い
た
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
史
上
に

特
筆
す
べ
き
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
わ
た
く
し
の
っ
た
な
い
報
告
の
主
題
で
あ
る
G
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あ
と
が
き

本
稿
は
、
愛
知
大
型
文
皐
曾
主
催
で
二
O
O
二
年
一
・

a

月
一
二
日

に
開
催
さ
れ
た
公
開
講
演
会
に
お
け
る
報
告
を
改
題
し
、
内
容
も
い

く
ら
か
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
の
基
礎
資
料
は
、
愛
知

大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る
東
軍
同
文
書
院
と
同
大
学
の
学
部
並
び
に

専
門
部
の
学
籍
簿
の
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
口
愛
知
大
学
に
は
こ
の
ほ
か

成
績
簿
（
と
そ
の
フ
ィ
ル
ム
）
も
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
閲

覧
し
た
の
は
こ
の
学
籍
簿
の
み
で
あ
る

c

閲
覧
に
際
し
て
は
、
コ
ピ
ー

す
る
の
で
な
く
、
入
学
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
派
遣
元
、
入
学
前

の
学
阪
な
ど
本
稿
に
前
川
し
た
要
け
を
筆
記
す
る
い
わ
ば
批
も
十
日
典

的
と
も
い
え
る
万
法
に
よ
っ
た
コ
一
こ
の
た
め
に
、
思
わ
ぬ
誠
一
一
記
な
ど

の
蹴
断
少
な
し
と
し
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
し軍

将
の
学
問
研
究
の
特
徴
な
り
姿
勢
を
」
」
」
口
で
・
一
ゴ
口
え
ば
、
与
え
ら

れ
た
場
に
お
い
て
、
研
究
す
る
に
価
す
る
し
ご
と
で
、
筆
者
に
出
来

そ
う
な
こ
と
に
努
力
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
以
さ
る
こ
こ
で
取
り

あ
げ
た
テ
l

マ
も
、
数
年
来
愛
知
大
学
に
勤
務
し
て
、
本
学
が
東
恒

同
文
書
院
（
大
学
）
に
縁
が
深
い
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、

調
査
に
つ
い
て
若
干
の
便
宜
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
が
、
資
料
の
閲
覧
を
余
人
に
助
け
て
い

た
だ
く
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
、
愛
知
大
学
の
藤
田
佳
久
教
授

の
指
導
生
で
あ
る
大
学
院
生
に
若
干
の
助
力
を
い
た
だ
い
た
ほ
か
、

手
術
前
と
術
後
間
も
な
い
時
期
だ
っ
た
の
に
家
内
に
は
延
べ
一
五
日

間
も
豊
橋
校
舎
に
通
っ
て
も
ら
っ
た
り
記
し
て
感
謝
の
微
立
を
表
し

て
お
き
た
い
。

本
稿
は
愛
知
大
学
在
職
中
の
筆
者
の
最
後
の
し
ご
と
に
な
っ
た
。

得
難
い
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

愛
知
大
学
が
京
亜
川
文
書
院
の
学
風
の
す
ぐ
れ
た
耐
を
継
承
し
て

い
っ
そ
う
発
展
す
る
こ
と
を
祈
念
し
て
結
び
の
こ
と
ば
と
す
る
。
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〔
付
記
〕
本
航
の
脱
稿
後
に
、
吋
「
大
東
亜
戦
争
」
則
に
お
け
る
日
本

梢
民
地
・
占
領
地
域
教
育
の
総
合
的
研
究
」
（
科
研
費
報
告
書
）

（
基
盤
研
究
（B
）
（
一
）
研
究
代
表
者
・
槻
木
瑞
生
、
二
O

O
J
年
三
月
）
に
収
録
さ
れ
た
波
部
宗
助
の
論
考
コ
拓
殖

h

教
育
長
「
拓
殖
訓
練
所
を
中
心
に
」
に
お
い
て
敗
戦
直
後
に
お

け
る
日
本
政
府
の
束
．
取
同
文
書
院
の
扱
い
に
関
し
て
一
一
一
日
及
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
む
し
か
し
そ
の
知
見
を
本
稿
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た

c

｛
謝
計
｝
こ
の
研
究
の
た
め
に
京
．
弛
同
文
洋
院
学
生
の
学
籍
簿
の
閲

覧
を
ご
了
承
下
さ
っ
た
愛
知
大
学
当
局
の
ご
配
慮
に
感
謝
し
ま

す
。
フ
ィ
ル
ム
の
閲
覧
に
関
し
て
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
機

採
の
使
い
万
を
覚
え
な
い
筆
者
の
た
め
に
、
そ
の
つ
ど
使
い
方

を
教
え
て
下
さ
っ
た
図
書
館
の
成
瀬
さ
よ
子
さ
ん
、
山
田
稔
さ

ん
に
お
礼
を
・
叩
し
上
げ
ま
す
。
愛
知
大
地
十
文
事
A
Hが
公
開
講
演

会
と
い
う
発
表
の
場
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
原
稿
を
ま

と
め
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
口
こ
の
こ
と
に
も
、
改
め
て
謝
意

を
去
し
ま
す
口
ま
た
松
谷
昭
蹟
氏
は
苦
心
し
て
収
集
し
た
資
料

を
惜
し
み
な
く
提
供
し
て
下
さ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
公
開
講
演

会
で
の
報
告
原
稿
を
仔
細
に
検
討
し
て
誤
り
を
一
訂
正
し
て
下
さ

い
ま
し
た
っ
合
わ
せ
て
謝
意
を
衣
し
ま
す

σ

し
か
し
い
う
ま
で

も
な
く
、
本
報
也
口
の
す
べ
て
は
筆
者
の
貨
任
に
属
し
て
い
ま
す
中


