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明
治
か
ら
現
代
ま
で
の
わ
が
国
の
近
代
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
学
校
教
育
の
果
た
し
た
役
割
に
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
一
般

的
に
日
本
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
的
な
制
度
の
充
実
と
と
も
に
、
学
校
教
育
制
度
は
極
め
て
順
調
な
発
展
を
遂
げ
て
、
初
等
教

育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
体
系
が
完
成
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
私
立
学
校
の
な
か
で
も
大
学
は
こ
の
過
程
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
困

難
に
直
面
し
、
こ
れ
を
克
服
し
て
き
た
。
東
洋
大
学
も
そ
の
一
つ
と
し
て
困
難
な
道
を
歩
み
な
が
ら
、
社
会
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
。

そ
の
記
録
が
本
書
『
東
洋
大
学
百
年
史
』
で
あ
る
。

　
東
洋
大
学
は
創
立
百
周
年
記
念
式
典
を
昭
和
六
二
年
一
一
月
に
挙
行
し
、
『
図
録
東
洋
大
学
一
〇
〇
年
』
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
ー
新

し
い
建
学
の
精
神
を
求
め
て
』
を
参
列
者
に
配
布
し
、
さ
ら
に
『
東
洋
大
学
百
年
史
』
『
井
上
円
了
選
集
』
『
記
念
論
文
集
』
の
刊
行
を
決

定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
田
中
栄
次
理
事
長
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
、
学
校
法
人
東
洋
大
学
発
展
に
む
け
た
並
々
な
ら
ぬ

意
欲
と
決
意
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
私
は
こ
の
記
念
式
典
に
た
ま
た
ま
文
部
大
臣
と
し
て
参
列
し
た
縁
も
あ
っ
て
理
事
長
に
就
任
し
た
の
で
、
こ
の
度
、
右
の
出
版
物
中
最

後
の
『
東
洋
大
学
百
年
史
』
通
史
編
・
部
局
史
編
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
、
と
も
に
慶
び
と
し
た
い
。

　
本
書
は
、
右
の
よ
う
な
経
過
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
単
な
る
記
念
出
版
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
正
史
」
と
し
て
の
客
観
性
と
正
確
さ
を

期
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
三
〇
〇
〇
頁
を
こ
え
る
正
史
の
史
実
か
ら
多
く
を
学
び
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、



私
学
の
特
性
が
求
め
ら
れ
、
現
代
か
ら
未
来
に
向
け
て
「
新
し
い
建
学
の
精
神
」
を
貫
い
て
い
く
に
は
、
過
去
の
諸
先
輩
の
歩
ん
だ
道
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
建
学
の
精
神
は
「
従
時
流
志
不
変
」
を
旨
と
す
る
現
代
へ
の
具
体
化
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
東
洋
大
学
は
百
周
年
を
転
機
と
し
て
、
新
し
い
大
学
へ
の
脱
皮
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
現
代
は
、
民
族
、
国
家
、
社
会
、
家
族
、
個
人
の
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
世
界
中
が
問
題
を
か
か
え
、
哲
学
と
倫
理
の
欠
如
を
嘆
き
、

自
然
と
人
間
性
の
回
復
を
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
学
に
は
個
性
的
・
創
造
的
な
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
あ
た
り
本
書

が
刊
行
さ
れ
た
。
本
学
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
の
学
校
教
育
全
般
に
対
す
る
本
書
の
学
問
的
・
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
の
出
版
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
か
た
が
た
、
な
か
で
も
直
接
仕
事
を
担
当
さ
れ
た
か
た
が
た
に
、
深
い
敬
意
と

感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。

一
九
九
三
年
九
月

東
洋
大
学
理
事
長
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