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英
吉
利
法
律
学
校
の
入
学
か
ら
卒
業
ま
で

　

本
学
の
前
身
で
あ
る
英
吉
利
法
律
学
校
で
は
、
ど
の
よ
う
な
入

学
試
験
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
七
月
、
東
京
府
に
提
出
さ
れ
た
同

校
の
設
立
願
書
か
ら
創
立
期
に
お
け
る
入
学
試
験
の
一
端
を
う
か

が
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
受
験
資
格
と
し
て
「
年
齢
十
八
歳
以
上

ノ
男
子
」
と
「
小
学
校
全
科
卒
業
以
上
」
と
い
う
二
つ
の
制
限
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
う
ち
、
十
八
歳
と
い
う
年
齢
制
限
は
、
当
時
の
高
等
中
学

校
（
の
ち
の
旧
制
高
校
）
の
卒
業
年
齢
に
合
わ
せ
た
規
定
と
考
え

ら
れ
、
同
校
が
現
代
の
受
験
生
と
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
層
の
青
年
男
子

を
募
集
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
学
歴

の
制
限
を
中
学
校
卒
業
以
上
と
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
こ

の
時
期
の
独
特
な
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

最
後
の
士
族
反
乱
と
さ
れ
る
西
南
戦
争
の
終
焉
と
自
由
民
権
運

動
の
展
開
と
い
う
政
治
状
況
の
中
で
、
各
地
の
若
者
た
ち
は
年

若
く
し
て
続
々
と
上
京
し
、
多
く
は
中
学
校
へ
進
学
す
る
こ
と
な

く
英
学
塾
な
ど
の
私
塾
を
転
々
と
し
な
が
ら
勉
学
を
続
け
る
と
い

う
、
い
わ
ば
「
留
学
熱
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
が
背
景
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

東
京
府
下
の
私
塾
数
は
四
百
余
を
数
え
、
地
方
か
ら
上
京
し
た

若
者
の
た
め
の
受
験
案
内
誌
『
東
京
留
学
独ひ
と
り

案あ
ん

内な
い

』
が
創
刊
さ

れ
る
ほ
ど
の
「
留
学
熱
」
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
学

校
卒
業
以
上
と
い
う
学
歴
制
限
の
規
定
は
、
英
吉
利
法
律
学
校

が
、
府
下
に
集
中
し
て
い
た
多
く
の
苦
学
生
た
ち
に
向
け
て
法
学

教
育
の
扉
を
開
い
た
事
実
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、入
学
試
験
科
目
で
あ
る
が
、設
立
願
書
で
は
「
読
方
」「
作

文
」「
書
取
」の
三
科
目
か
ら
出
題
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
読
方
」

は
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
や
『
本
朝
史
略
』
と
い
っ
た
当
時
と

し
て
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
歴
史
書
か
ら
出
題
さ
れ
、「
作
文
」
は
論

説
や
記
事
等
を
題
材
と
し
た
仮
名
文
の
論
文
問
題
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
「
書
取
」
は
法
律
の
専
門
学
校
ら
し
く
「
法
律
書
類
中

ニ
就
キ
一
項
又
ハ
数
項
ヲ
箚さ
っ
き記
セ
シ
ム
」
と
な
っ
て
い
る
。
残
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英
吉
利
法
律
学
校
の
入
学
試
験

念
な
が
ら
、
三
科
目

の
具
体
的
な
出
題
内

容
や
採
点
基
準
、

合
否
の
判
定
基
準
等

に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
が
、
翌
年
度
の

生
徒
募
集
広
告
を
み

る
と
、
七
月
と
九
月

の
二
度
に
わ
た
っ
て

入
学
試
験
を
実
施
す

る
旨
が
明
示
さ
れ
て

お
り
、
右
の
方
針
に

そ
っ
た
試
験
が
実
際

に
行
わ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
当
時
の
学
期
は

九
月
に
始
ま
り
、
翌

年
の
七
月
に
終
わ
る

二
学
期
制
が
と
ら
れ

て
お
り
、
現
在
と
同

じ
四
月
始
業
は
、一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
入
学
試
験
に
合
格
し
て
入
学
し
た
学
生
を
、
英
吉
利
法

律
学
校
で
は
「
校
内
生
・
正
員
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
試
験
を
受
け
ず
に
入
学
す
る
方
法
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
方
法
と
は
、
第
一
に
現
代
の
通
信
教
育
生
に
あ
た
る
「
校

外
生
」
と
し
て
入
学
す
る
方
法
で
あ
り
、
第
二
は
「
校
内
生
・
員

外
生
」
と
し
て
入
学
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
後
者
の
「
員
外
生
」

制
度
と
は
、
い
わ
ゆ
る
臨
時
入
学
の
こ
と
で
、
入
学
金
と
月
謝

（
と
も
に
金
一
円
）
を
払
い
さ
え
す
れ
ば
い
つ
で
も
入
学
を
許
可

し
た
制
度
で
あ
る
。

　

簡
単
に
い
え
ば
、
と
り
あ
え
ず
英
吉
利
法
律
学
校
に
入
学
し
、

第
一
年
級
の
講
義
を
聴
講
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
入
学
試
験
・

進
級
試
験
を
受
け
、
及
第
し
た
上
で
「
正
員
」
に
な
る
と
い
う
道

が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
入
試
に
失
敗
す

る
と
志
望
を
断
念
す
る
か
「
浪
人
」
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い

現
代
の
受
験
生
に
比
べ
、
若
干
「
地
獄
」
の
苦
し
み
も
軽
か
っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

昭和期の入学試験問題（第 2予科）


