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第
22
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式 

第
22
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式
が

２
０
１
６
年
１
月
22
日
、
霞
山
会
館
に
て
催
さ
れ
ま

し
た
。 

こ
の
顕
彰
事
業
は
、
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
東
亜
同
文
書

院
お
よ
び
そ
の
経
営
母
体
で
あ
っ
た
東
亜
同
文
会

に
か
か
わ
る
研
究
や
調
査
成
果
、
お
よ
び
啓
蒙
的
活

動
の
う
ち
、
顕
著
な
実
績
を
認
め
ら
れ
た
個
人
、
団

体
や
組
織
を
顕
彰
す
る
も
の
で
す
。
東
亜
同
文
書
院

記
念
基
金
会
を
構
成
す
る
滬
友
会
（
書
院
同
窓
会
。

２
０
０
７
年
解
散
）
、
霞
山
会
、
愛
知
大
学
東
亜
同

文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
推
薦
に
よ
り

同
理
事
会
に
お
い
て
選
出
し
て
お
り
、
１
９
９
３
年

の
第
１
回
表
彰
以
来
、
本
年
度
で
第
22
回
目
と
な

り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
、
書
院
生
の
大
旅
行
に
関
す
る
研
究
成

果
や
東
亜
同
文
会
の
資
料
に
基
づ
く
研
究
、
東
亜
同

文
書
院
や
東
亜
同
文
会
の
出
版
物
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
事
業
、
東
亜
同
文
書
院
生
や
卒
業
生
に
よ
る
日

中
交
流
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
報
道
、
そ
の
他
日
中
交

流
の
活
発
な
活
動
な
ど
の
成
果
に
対
し
て
顕
彰
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。 

第
22
回
と
な
る
今
回
は
、
記
念
賞
と
し
て
小
崎
昌

業
氏
が
選
ば
れ
ま
し
た
。 

  

〔記
念
賞
受
賞
者
〕 

 小
崎 

昌
業 

氏 
 

東
亜
同
文
書
院
大
学
の
第
42
期
生
並
び
に
愛
知

大
学
（
旧
制
）
の
第
１
期
生
と
し
て
、
歴
史
的
に
関

わ
り
が
深
い
こ
れ
ら
２
つ
の
大
学
の
発
展
の
た
め
、

一
般
財
団
法
人
霞
山
会
の
理
事
ま
た
顧
問
と
し
て
、

同
時
に
、
学
校
法
人
愛
知
大
学
の
監
事
も
務
め
ら
れ

る
な
ど
生
涯
を
懸
け
て
ご
尽
力
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
。 

ま
た
、
外
交
官
と
し
て
の
ご
活
躍
、
東
亜
同
文
会

の
昭
和
期
の
諸
活
動
の
取
り
ま
と
め
、
愛
知
大
学
に

引
き
継
が
れ
た
現
地
主
義
教
育
へ
の
ご
指
導
な
ど
、

実
質
を
伴
っ
た
ご
功
績
を
残
し
て
こ
ら
れ
た
。 

  

〔授
賞
式
挨
拶
〕 

 

川
井 

伸
一 

氏 

（東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
会
長
・
愛
知
大

学
学
長
） 

 

皆
様
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
川
井
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
の
度
は
第
22
回
東
亜
同
文
記
念
基
金
会
の

記
念
賞
を
受
賞
さ
れ
た
小
崎
様
に
心
よ
り
お
祝
い

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

小
崎
様
は
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
愛
知
大

学
の
建
学
の
精
神
を
体
験
さ
れ
た
方
で
は
な
い
か

と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
ご
案
内
の
通
り
愛
知
大
学
の

建
学
の
精
神
は
、
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
世
界
平

和
に
寄
与
す
る
人
文
学
問
の
興
隆
と
い
う
の
を
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、

当
時
の
特
殊
な
目
的
と
し
て
三
つ
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
一
つ
は
国
際
的
な
教
養
と
視
野
を
持
っ
た
人

材
の
育
成
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
当
時
中
央
へ
の
偏

在
に
対
し
て
地
方
の
文
化
学
問
を
興
隆
す
る
と
い

う
こ
と
で
豊
橋
の
地
を
創
立
の
場
所
に
選
び
ま
し
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た
。
そ
う
い
う
経
緯
が
ご
ざ
い
ま
す
。
小
崎
様
は
東

亜
同
文
書
院
第
42
期
生
、
愛
知
大
学
の
第
１
期
卒
業

生
で
ご
卒
業
後
も
長
い
間
外
交
官
の
生
活
を
な
さ

れ
、
そ
の
後
霞
山
会
で
の
ご
活
躍
、
さ
ら
に
は
愛
知

大
学
に
対
す
る
ご
支
援
を
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
が
愛
知
大
学
に
設

立
さ
れ
て
以
降
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
愛
知
大

学
の
、
広
く
と
ら
え
れ
ば
三
つ
の
建
学
の
精
神
を
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
人

材
の
お
一
人
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
こ
の
受
賞
は
大
変
ふ
さ
わ
し
い
と

考
え
ま
す
。 

私
が
小
崎
様
と
直
接
お
会
い
し
て
お
話
を
す
る

機
会
を
持
ち
ま
し
た
の
は
そ
ん
な
に
古
く
は
あ
り

ま
せ
ん
で
、
２
０
０
９
年
以
降
の
こ
と
で
す
。
私
が

学
部
長
に
就
任
し
同
時
に
大
学
の
理
事
を
兼
ね
る

よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
関
係
か
ら
同
窓
会
の
各

地
域
の
支
部
総
会
や
懇
親
会
に
出
る
機
会
が
ご
ざ

い
ま
し
て
、
東
京
支
部
お
よ
び
神
奈
川
支
部
総
会
に

出
席
し
た
機
会
に
小
崎
様
と
何
度
か
お
会
い
し
て

お
話
を
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
以
来
、
今
日
に
至

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
経
緯
が
ご
ざ
い
ま
す

が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
小
崎
様
は
愛
知
大

学
の
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
の
ほ
う

に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

後
で
ま
た
詳
し
い
ご
説
明
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
東
亜
同
文
書
院
の
大
学
を
一
つ
の
モ

デ
ル
と
し
て
、
そ
の
精
神
を
継
承
す
る
と
い
う
こ
と

で
現
代
中
国
学
部
が
１
９
９
７
年
に
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
現
地
教
育
と
言
い
ま
す
か
、
特
に
現
地

調
査
研
究
の
学
生
に
よ
る
発
表
会
に
小
崎
様
は
毎

回
現
地
に
赴
い
て
出
席
さ
れ
、
色
々
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
昨
年
11
月
16
日
、
丁
度
学
長

に
就
任
し
た
翌
日
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
同
窓
会
の
取

り
組
み
と
し
て
愛
知
大
学
創
立
記
念
ゴ
ル
フ
コ
ン

ペ
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
ご
挨
拶
が
て
ら

伺
っ
た
の
で
す
が
、
お
見
か
け
し
た
の
が
小
崎
様
で

す
。
聞
き
ま
す
と
小
崎
様
は
自
ら
プ
レ
イ
を
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
ご
高
齢
の
な
か
と
て
も

ご
健
康
で
頼
も
し
く
、
敬
服
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
小
崎
様
は
愛
知
大
学
に
と
っ
て
も
貴
重
な

か
け
が
い
の
な
い
存
在
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
特

に
ご
活
躍
の
幅
の
広
さ
、
行
動
力
、
そ
れ
を
裏
付
け

る
ご
意
志
の
強
さ
を
お
持
ち
で
あ
る
と
い
う
の
が

私
の
率
直
な
印
象
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
度
は
こ
う
い
う
こ
と
で
記
念
賞
を
受
賞
さ

れ
た
こ
と
を
改
め
て
御
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共

に
、
今
後
も
引
き
続
い
て
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
歴

史
の
記
録
に
ご
貢
献
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お

り
ま
す
の
で
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

    

 〔記
念
賞
祝
辞
〕 

 

池
田 

維 

氏
（霞
山
会
理
事
長
） 

 

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
ご
紹

介
に
預
か
り
ま
し
た
霞
山
会
の
池
田
と
申
し
ま
す
。

こ
の
度
は
小
崎
様
、
記
念
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
て
心

か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

釈
迦
に
説
法
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
霞
山
会
、

東
亜
同
文
書
院
、
愛
知
大
学
と
い
う
の
は
歴
史
的
に

も
非
常
に
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
き
た
関
係
に
ご
ざ

い
ま
す
。
私
自
身
も
霞
山
会
の
理
事
長
に
な
り
ま
し

て
去
年
の
11
月
、
中
国
、
台
湾
の
関
係
機
関
の
人
た

ち
へ
の
挨
拶
と
い
う
こ
と
を
兼
ね
ま
し
て
、
一
週
間

を
か
け
て
北
京
、
上
海
、
台
湾
を
ぐ
る
り
と
回
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
上
海
へ
行
き
ま
し
た
と
き
に
交
通

大
学
を
訪
れ
、
黄
震
副
学
長
と
も
会
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
こ
の
交
通
大
学
と
い
う
の
は
ま
さ
に
東
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亜
同
文
書
院
の
元
々
あ
っ
た
場
所
だ
と
い
う
こ
と

を
聞
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
大
変
感
慨
深
い
も
の

を
感
じ
ま
し
た
。 

小
崎
様
に
つ
き
ま
し
て
は
、
外
務
省
の
私
の
先
輩

で
あ
り
ま
し
て
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
、
愛
知
大
学

ご
卒
業
後
に
外
務
省
に
入
省
さ
れ
ま
し
て
、
モ
ン
ゴ

ル
大
使
、
ル
ー
マ
ニ
ア
大
使
等
を
さ
れ
、
外
交
面
で

大
変
ご
活
躍
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
霞
山
会
に
お

入
り
に
な
ら
れ
て
、
霞
山
会
の
理
事
、
常
任
理
事
顧

問
と
い
う
か
た
ち
で
、
約
22
年
間
の
長
き
に
わ
た
り

ま
し
て
お
仕
事
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で

も
日
本
と
中
国
と
の
交
流
事
業
、
特
に
日
中
間
の
学

生
交
流
の
事
業
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ

う
い
う
意
味
か
ら
言
い
ま
し
て
、
本
日
の
受
賞
と
い

う
の
は
ま
さ
に
小
崎
大
使
の
業
績
に
ふ
さ
わ
し
い

賞
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。 

日
中
関
係
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
必
ず
し
も

い
い
時
期
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
色
々
な
起
伏

が
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
ま
た
い
く
つ
か
の
起

伏
を
経
な
が
ら
私
た
ち
は
仕
事
を
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
小
崎
様
は
一
貫
し
て
日
本
と

中
国
の
教
育
事
業
、
特
に
文
化
交
流
事
業
に
貢
献
さ

れ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
学
長
か
ら
も
ご
紹
介
が
あ
り
ま

し
た
よ
う
に
、
愛
知
大
学
の
学
生
た
ち
が
中
国
を
訪

問
し
て
発
表
会
に
参
加
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
に

は
、
ご
自
身
も
参
加
さ
れ
現
地
を
訪
問
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き

ご
健
康
で
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
を
申
し

上
げ
て
、
私
の
ご
挨
拶
に
か
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

〔記
念
賞
推
薦
の
辞
〕 

 

佐
藤 

元
彦 

氏 

（東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
前
会
長
・ 

愛
知
大
学
前
学
長
） 

 こ
ん
に
ち
は
。
今
愛
知
大
学
の
ほ
う
か
ら
も
ご
ざ

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
回
の
推
薦
に
際
し
ま
し
て
、

推
薦
文
を
ま
と
め
よ
と
い
う
ご
指
示
が
ご
ざ
い
ま

し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
読
み
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
け
れ
ど
。
正
直
申
し
上
げ
て
最
初
依
頼
が
あ
り

ま
し
た
と
き
は
ず
い
ぶ
ん
と
逡
巡
を
致
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
日

頃
尊
敬
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
小
崎
先
生
が

受
賞
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
私
が
本
当
に
書
け
る

ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
が
非
常
に
強
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
し
ば
ら
く
回
答
を
保
留
し
て
お
り
ま
し
た

け
れ
ど
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
て
、
そ
の
尊
敬
の

念
を
素
直
に
推
薦
文
に
表
現
し
て
み
た
い
。
そ
う
い

う
こ
と
で
今
回
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ほ
ぼ
読
み
上
げ
る
と
い

う
か
た
ち
で
、
推
薦
文
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

東
亜
同
文
書
院
大
学
の
第
42
期
生
で
あ
り
、
愛
知

大
学
旧
制
の
第
１
期
生
で
も
あ
る
小
崎
昌
業
氏
は

こ
れ
ま
で
の
生
涯
を
か
け
て
東
亜
同
文
書
院
大
学
、

そ
し
て
愛
知
大
学
の
発
展
の
た
め
に
ご
尽
力
さ
れ
、

そ
の
足
跡
は
今
回
の
東
亜
同
文
会
記
念
賞
受
賞
に

十
二
分
に
値
す
る
、
否
、
受
賞
は
遅
き
に
失
し
た
と

申
し
上
げ
て
も
何
人
も
こ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
と
。
小
崎
氏
の
ご
功
績
は
多
岐
に
わ
た

っ
て
、
し
か
も
い
ず
れ
も
深
み
を
極
め
て
お
り
、
簡

単
に
は
ま
と
め
ら
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
回
の
受

賞
に
際
し
ま
し
て
、
三
つ
の
こ
と
を
申
し
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
、
そ
し
て
愛
知
大
学

を
ご
卒
業
後
に
外
務
省
に
入
省
さ
れ
て
か
ら
の
外

交
官
と
し
て
の
ご
活
躍
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

き
ま
し
て
は
、
川
井
会
長
、
そ
し
て
池
田
理
事
長
か

ら
も
ご
紹
介
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
カ
ナ
ダ

等
で
の
ご
在
勤
の
後
、
在
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
使
館
公

使
、
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
大
使
館
公
使
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、

特
命
全
権
大
使
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
、
及
び
ル
ー
マ
ニ

ア
に
て
ご
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
ご
功
績
は
燦

然
と
輝
き
続
け
て
お
り
ま
す
。
愛
知
大
学
の
そ
の
後

の
卒
業
生
や
現
在
の
学
生
に
と
っ
て
大
き
な
目
標

に
な
り
続
け
て
き
た
と
い
う
点
に
、
心
か
ら
敬
意
を

表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
私
が
学
長
に
在
任
中
、
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何
度
と
な
く
小
崎
先
生
か
ら
新
制
愛
知
大
学
卒
の

外
交
官
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ

て
ま
い
り
ま
し
て
、
大
変
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
私

の
任
期
中
に
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
誠

に
勝
手
な
が
ら
、
川
井
学
長
、
そ
し
て
今
日
は
事
務

方
の
各
務
事
務
局
長
も
お
出
で
に
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
一
方
的
に
そ
の
任
務
を
託
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
第
二
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
ご
自
身

が
教
育
を
受
け
ら
れ
た
母
校
、
特
に
東
亜
同
文
書
院

大
学
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
母
校
愛
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
身
を
も
っ
て
社
会
に
広
く
示
し
続
け
ら

れ
た
こ
と
も
尊
敬
に
値
し
ま
す
。
こ
の
点
が
集
約
し

て
表
れ
て
い
る
と
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
東
亜
同
文

会
の
歴
史
の
取
り
ま
と
め
に
奔
走
さ
れ
た
と
い
う

点
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ご
案
内
の
通
り
、
平
成
15
年

に
財
団
法
人
霞
山
会
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
『
東
亜

同
文
会
史
・
昭
和
編
』
の
刊
行
に
大
き
な
足
跡
を
残

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
書
の
編
集
責
任
者
と
し
て
の
労

を
取
ら
れ
た
ご
功
績
は
、
今
後
も
末
永
く
人
々
か
ら

顕
彰
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
。
「
東
亜
同
文
会
の
昭
和
初
期
の
活
動

は
様
々
な
誤
解
や
批
判
が
向
け
ら
れ
る
中
で
…
日

中
間
の
真
の
提
携
に
努
力
す
る
活
動
が
あ
っ
た
。
」

こ
の
表
現
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
書
物
の
後
書
き

に
小
崎
先
生
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
こ
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
人
々
に
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
触
れ
な
く
て
は
い
け
な
い

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
前
書
に
相
当

す
る
の
が
『
東
亜
同
文
会
史
』。
こ
れ
は
昭
和
63
年

に
同
じ
く
霞
山
会
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
け

れ
ど
。
そ
の
書
が
明
治
、
大
正
編
に
事
実
上
な
っ
て

い
た
と
い
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
れ
も
小
崎
先
生
の

お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
戦
争
と
敗
戦
と
い
う
異

常
な
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
資
料
に
は
散
逸
、
消
失

し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
誤
解
や
批
判
も
相
ま
っ
て

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
了
解

さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
制
約
や

困
難
を
あ
え
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
昭
和
編
の

取
り
ま
と
め
に
渾
身
の
力
を
込
め
ら
れ
た
こ
と
は
、

よ
く
後
世
に
知
ら
れ
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
ま
し

て
、
愛
知
大
学
名
誉
教
授
の
藤
田
佳
久
氏
が
そ
の
著
、

『
日
中
に
懸
け
る
』
に
お
い
て
、
昭
和
期
の
こ
と
で

は
な
い
が
新
た
に
収
録
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
同

書
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
東
亜
同
文
会
設
立

時
に
そ
の
綱
領
に
目
的
と
し
て
記
載
さ
れ
た
「
支
那

を
保
全
す
」
の
文
言
を
友
好
互
い
に
助
け
合
う
と
い

う
意
味
で
は
な
く
て
、
下
に
見
る
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
る
の
で
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
が

根
津
一
氏
よ
り
な
さ
れ
ま
し
て
、
東
亜
同
文
会
で
了

承
さ
れ
て
い
た
事
実
も
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
ふ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
は
、

こ
の
機
会
に
も
改
め
て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
更
に
、
東
亜
同
文
会
の
後
身
と
も

い
え
る
財
団
法
人
霞
山
会
を
理
事
と
し
て
、
こ
れ
は

先
ほ
ど
も
会
長
さ
ん
か
ら
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
け

れ
ど
、
理
事
と
し
て
11
年
。
内
９
年
は
常
任
理
事
。

顧
問
と
し
て
12
年
の
い
ず
れ
も
長
き
に
わ
た
っ
て

支
え
ら
れ
て
き
た
点
も
付
言
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
第
三
は
、
愛
知
大
学
を
東
亜
同
文
書
院
、

東
亜
同
文
書
院
大
学
と
結
び
つ
け
、
愛
知
大
学
に
そ

の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う

点
で
あ
り
ま
す
。
愛
知
大
学
に
東
亜
同
文
書
院
大
学

記
念
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
の
は
平
成
５
年
で

あ
り
ま
す
。
設
立
直
後
に
そ
れ
を
記
念
す
る
か
た
ち

で
発
刊
さ
れ
た
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
そ
こ
に
小
崎
先
生

の
論
考
「
愛
知
大
学
の
原
点
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
」

と
。
そ
し
て
副
題
と
し
て
「
そ
の
建
学
の
精
神
の
継

承
と
発
展
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
論
考
が
載
せ
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
元
々
は
豊
橋
会
場
で
の
第

47
回
愛
知
大
学
入
学
式
で
の
記
念
講
演
の
記
録
で

ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
こ
に
お
き
ま
し
て
小
崎
先

生
は
愛
知
大
学
創
設
の
過
程
を
東
亜
同
文
書
院
大

学
と
の
関
係
に
お
い
て
書
き
始
め
、
そ
し
て
最
後
の

提
言
を
「
皆
さ
ん
は
日
本
の
み
な
ら
ず
国
際
社
会
に

貢
献
で
き
る
人
と
な
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

愛
知
大
学
は
そ
の
よ
う
な
人
材
を
育
て
る
大
学
だ

と
思
い
ま
す
。
ご
検
討
を
祈
り
ま
す
。
」
と
締
め
く

く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
愛
知
大
学
の
今
日
の
重
点
政

策
、
重
点
施
策
の
一
つ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
養
成

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
れ
も
小
崎
先

生
が
長
年
に
わ
た
っ
て
そ
の
こ
と
を
私
た
ち
に
説

き
続
け
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え

て
お
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
、
更
に
付
言

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
小
崎
先
生
は
愛
知
大

学
の
監
事
を
平
成
７
年
11
月
か
ら
７
年
半
に
わ
た
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っ
て
務
め
ら
れ
、
大
学
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
さ
れ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
亜
同
文
書
院
大

学
時
代
の
現
地
に
根
差
し
た
教
育
と
い
う
Ｄ
Ｎ
Ａ

を
背
景
に
し
て
、
愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
に
よ
り

平
成
９
年
か
ら
毎
年
実
施
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
現

地
研
究
調
査
、
正
確
に
言
い
ま
す
と
こ
の
科
目
名
は

何
度
か
変
更
に
な
る
と
い
う
変
遷
を
辿
っ
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
ち
ら
の
現
地
研
究
調
査
の
最
終

報
告
会
に
は
必
ず
出
席
を
さ
れ
学
生
を
指
導
い
た

だ
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
実
は
今
年
度
の
重
慶

で
の
最
終
報
告
会
に
は
顔
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
、
久
し
ぶ
り
に
現
地
調
査
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
確
認
す
る
意
味
を
込
め
て
出
席
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
現
地
で
お
会
い
し
て
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
成
田
空
港
に

向
か
わ
れ
て
い
た
際
に
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
た
そ

う
で
、
当
初
予
定
を
し
て
い
た
飛
行
機
に
お
乗
り
に

な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
聞
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
成
田
空
港
に
着
い
て
か
ら
そ
の
後
に
代
わ
り
の

便
の
予
約
を
自
ら
手
配
を
さ
れ
て
、
そ
れ
で
最
終
的

に
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
間
に
合
う
か
た
ち
で
重
慶

に
着
か
れ
て
報
告
会
に
出
席
を
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
94
歳
で
す
よ
ね
。
と
て
も

凄
い
な
と
い
う
ふ
う
に
私
思
い
ま
し
て
、
そ
の
点
も

私
自
身
の
記
憶
に
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、
さ
す
が
小

崎
先
生
だ
な
と
い
う
こ
と
を
、
そ
う
し
た
ご
対
応
を

聞
い
て
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
。
そ
れ
か
ら
東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
主
催
に
よ
り
ま
し

て
海
外
を
含
め
て
各
地
で
こ
の
間
14
回
に
わ
た
っ

て
開
催
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
「
東
亜
同
文
書
院
大
学

か
ら
愛
知
大
学
へ
」
の
講
演
会
、
展
示
会
に
も
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
足
を
運
ん
で
来
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
実
践
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
重
ね
て
敬
意
を
表
し
ま
し
て
、
推
薦
の
言
葉
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
大
変

お
粗
末
な
推
薦
の
言
葉
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。 

 〔受
賞
挨
拶
〕 

小
崎 

昌
業 

氏 
 

皆
さ
ん
朝
早
く
か
ら
私
ご
と
き
者
の
授
賞
式
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
私
は
こ
の
受
賞
の
お
話
を
伺
っ
た
時
に
自

分
の
よ
う
な
者
が
ど
う
し
て
受
賞
す
る
ん
だ
ろ
う
、

受
賞
に
値
す
る
仕
事
は
何
も
や
っ
て
な
い
の
に
と

思
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
皆
さ
ん
か
ら
強

い
そ
う
い
う
ご
希
望
を
よ
せ
ら
れ
て
有
難
く
い
た

だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
当
に
皆
さ
ん
の
お
力
添

え
で
今
日
の
私
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

東
亜
同
文
書
院
大
学
と
愛
知
大
学
の
こ
と
に
つ

い
て
申
し
ま
す
と
い
く
ら
時
間
が
あ
っ
て
も
足
り

ま
せ
ん
。
本
当
に
歴
史
と
共
に
私
は
生
き
て
き
た
と

考
え
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
元
を
溯
れ
ば

中
国
山
東
半
島
の
青
島
で
１
９
２
２
年
に
生
ま
れ

た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
青
島
で
多
く
の
在
留
邦
人
と

共
に
日
本
近
現
代
史
の
嵐
の
中
で
育
っ
て
参
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
蔣
介
石
の
北
伐
軍
、
満
州
事
変
、

盧
溝
橋
事
件
等
に
遭
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
最
も

印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
予

科
及
び
学
部
の
生
活
の
こ
と
で
す
。
戦
塵
の
続
く
日

々
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
最
も
楽
し
か
っ
た
青
春
の

日
々
は
、
書
院
の
あ
っ
た
校
内
生
活
と
そ
れ
を
許
し

た
上
海
の
環
境
で
し
た
。
や
が
て
大
東
亜
戦
争
が
始

ま
り
、
我
々
も
学
徒
動
員
の
一
員
と
な
り
ま
す
。
そ

の
大
戦
も
終
わ
り
、
苦
し
い
戦
後
が
続
き
ま
す
。
愛

知
大
学
の
第
１
期
生
を
経
て
、
外
交
官
試
験
の
難
関

を
突
破
し
、
１
９
５
１
年
外
務
省
に
入
り
、
各
国
各

地
で
勤
務
し
ま
す
。 

詳
細
は
中
華
民
国
（
台
湾
）、
イ
ン
ド
（
２
回
）、

カ
ナ
ダ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
モ
ン
ゴ

ル
（
大
使
）、
ル
ー
マ
ニ
ア
（
大
使
）、
通
産
省
（
日

米
繊
維
交
渉
）
等
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
外
務
省
退
職

後
は
、
霞
山
会
、
愛
知
大
学
、
東
亜
同
文
書
院
等
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
命
の
続
く
限
り
、
こ
れ
ら
諸
機

関
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
宜
し
く
ご
支
援
の
程
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
特
別
奨
励
賞 

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
栄
誉
賞 

授
与 

        

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
で
は
、
書

院
へ
の
理
解
を
深
め
、
伝
統
を
引
き
継
い
で

い
く
こ
と
を
期
待
し
て
本
学
学
生
へ
２
種
類

の
表
彰
を
し
て
お
り
ま
す
。
１
９
９
９
年
度

よ
り
「
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
栄
誉

賞
」
を
設
け
、
学
位
記
授
与
式
に
お
い
て
、

人
物
・
学
業
成
績
が
優
れ
た
者
を
表
彰
し

て
い
ま
す
。 

ま
た
、
２
０
１
３
年
度
よ
り
「
東
亜
同
文

書
院
記
念
基
金
特
別
奨
励
賞
」
を
設
け
、

入
学
式
に
お
い
て
入
学
試
験
の
成
績
が
最

も
優
秀
な
入
学
者
に
対
し
て
、
同
賞
を
贈

っ
て
お
り
ま
す
。 

 【２
０
１
５
年
度
受
賞
者
】 

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金 

特
別
奨
励
賞 

経
営
学
部 

不
破

ふ

わ 

雪
乃

ゆ

き

の 
 

 

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金 

栄
誉
賞 

経
営
学
部 

張
ち
ょ
う 

晗
宇

か

ん

う 

【基
金
会
役
員
名
簿
】 

 

会
長 

川
井 

伸
一 

（
愛
知
大
学
理
事
長
・
愛
大
学
長
） 

副
会
長 

 

 
 

池
田 

維 

（
霞
山
会
理
事
長
） 

理
事 

藤
田 

佳
久 

（
愛
知
大
学
名
誉
教
授
） 

星 

博
人 

（
霞
山
会
常
任
理
事
） 

三
好 

章 

（
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学 

記
念
セ
ン
タ
ー
長
） 

各
務 

一
徳 

（
愛
知
大
学
常
務
理
事
） 

監
事 

岡
村 

幹
吉 

（
岡
村
会
計
事
務
所
） 



- 11 - 

 

書
院
の
皆
さ
ん
、 

今
に
思
い
を
語
る 

 

授
賞
式
の
後
、
懇
親
会
が
催
さ
れ
、
書
院
卒
業
生
や

関
係
者
の
方
か
ら
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

高
遠 

41
期
の
高
遠
で
す
。
乾
杯
の
前
に
、
私
と
一

緒
に
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
と
い
う
も
の
を

立
ち
上
げ
た
41
期
の
高
瀬
恒
一
君
が
、
こ
の
１
月

11
日
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
去
年
か
ら
入
院
し
て
い

ま
し
た
。
終
戦
で
同
文
書
院
が
無
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た

が
、
同
窓
会(

滬
友
会)

は
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
記

念
基
金
と
い
う
も
の
を
、
お
金
を
集
め
て
作
ろ
う
と

高
遠
君
た
ち
と
始
め
ま
し
た
。
何
を
す
る
か
は
後
か

ら
決
め
よ
う
と
運
動
を
始
め
、
案
内
を
出
し
た
ら
立

ち
ど
こ
ろ
に
会
員
、
未
亡
人
、
兄
弟
、
そ
う
い
う
人

た
ち
か
ら
お
金
が
集
ま
っ
た
。
５
、
６
千
万
円
集
ま

っ
た
。
と
こ
ろ
が
滬
友
会
、
霞
山
会
な
ど
か
ら
は
、

お
前
た
ち
は
お
金
を
集
め
て
何
を
す
る
ん
だ
と
当

時
の
会
長
が
最
初
反
対
さ
れ
た
。
そ
こ
で
運
営
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
検
討
し
た
結
果
、
会
員
が
元
気
な

内
は
運
営
し
、
会
員
が
居
な
く
な
っ
た
後
は
ど
こ
に

預
け
よ
う
か
と
。
預
け
る
な
ら
愛
知
大
学
に
と
お
願

い
し
た
、
当
時
の
愛
大
の
中
に
も
色
ん
な
意
見
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
時
の
牧
野
学
長
さ
ん
が
決

断
さ
れ
、
引
き
受
け
て
記
念
基
金
会
を
作
ろ
う
と
。

滬
友
会
の
会
長
が
変
わ
っ
た
途
端
に
賛
成
。
滬
友
会

か
ら
何
百
万
か
の
お
金
が
入
り
、
霞
山
会
と
愛
知
大

学
か
ら
も
多
額
の
出
捐
が
あ
り
、
現
在
の
運
営
が
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大

学
記
念
セ
ン
タ
ー
に
な
り
、
我
々
書
院
生
の
意
志
が

立
派
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
話
し
し
て
、
高

瀬
君
の
冥
福
に
応
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 田
辺 

元
文
部
科
学
事
務
次
官
で
、
現
在
、
明
治
大

学
教
授
を
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
清
水
潔
様
で
ご
ざ

い
ま
す
。
清
水
様
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

清
水 

皆
さ
ん
、
初
め
ま
し
て
。
ご
紹
介
頂
き
ま
し

た
清
水
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
東
亜
同
文
書
院
が
伝

説
と
歴
史
的
存
在
と
し
て
東
亜
同
文
書
院
を
記
念

す
る
基
金
の
授
与
式
に
お
い
て
、
小
崎
先
輩
を
は
じ

め
み
な
さ
ま
に
お
目
に
か
か
れ
る
の
は
何
と
も
光

栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

役
人
生
活
の
内
、
十
数
年
間
を
高
等
教
育
畑
で
仕

事
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
の

戦
前
の
専
門
学
校
と
大
学
は
、
先
ほ
ど
お
話
を
伺
い

な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
良
き
伝
統
そ
の
も
の
が
現
わ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で

生
か
し
き
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
一
つ
の
大
き

な
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
時
代
の
資
料
を
集
積

し
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
色
ん
な
考
え
な
き

ゃ
な
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
、
現
実
の
課
題
の
中
で
新
し
い
人
文
社
会
科
学
の

あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。
大
学
の
教
員
だ

け
で
な
く
、
課
題
に
関
わ
る
多
く
の
関
係
者
が
そ
れ

を
総
合
化
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
こ

ん
な
動
き
も
今
始
ま
っ
て
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
の
先
駆
的
な
関
係
者
の
連
携
を
見
る
よ
う

な
思
い
を
し
な
が
ら
ず
っ
と
東
亜
同
文
書
院
が
ど

ん
な
活
動
を
さ
れ
た
か
私
に
は
幻
の
よ
う
で
あ
り

ま
し
た
。 

山
口
大
学
に
は
、
満
鉄
の
調
査
部
時
代
の
色
ん
な

資
料
が
あ
っ
た
り
、
そ
こ
で
研
究
者
た
ち
と
色
ん
な
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こ
と
を
話
し
な
が
ら
、
経
済
、
社
会
史
、
そ
の
他
含

め
て
色
ん
な
こ
と
の
可
能
性
、
先
輩
た
ち
の
成
果
が

方
法
を
含
め
て
今
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
と
色

ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
も
し
ま
す
。 

縁
あ
っ
て
愛
知
大
学
の
お
手
伝
い
を
多
少
な
り

と
も
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆

様
、
今
後
共
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 田
辺 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
は
清
水
様

に
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て

現
在
、
愛
知
大
学
理
事
長
顧
問
と
し
て
愛
知
大
学
に

ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
皆
様
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
愛
知
大
学
の
創
立
者
、
そ
し
て
東

亜
同
文
書
院
の
最
後
の
学
長
で
あ
ら
れ
ま
し
た
本

間
先
生
の
生
誕
地
、
山
形
県
川
西
町
か
ら
副
町
長
の

山
口
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
挨
拶

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
口
様
、
お
願
い

致
し
ま
す
。 

 山
口 

皆
様
、
初
め
ま
し
て
。
山
形
県
川
西
町
か
ら

や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
副
町
長
の
山
口
で
す
。
本
日

は
授
賞
式
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
晴
れ
が
ま
し
い
席

に
お
邪
魔
し
て
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
小

崎
先
生
に
は
初
め
て
お
目
に
か
か
り
ま
す
が
、
本
日

は
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
本
間
喜
一

先
生
の
お
生
ま
れ
は
当
時
玉
庭
村
、
現
在
は
合
併
し

て
川
西
町
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
旧
玉
庭
村
は
旧
上

杉
藩
士
が
多
く
居
住
し
て
い
た
所
で
、
多
く
の
素
晴

ら
し
い
人
材
を
輩
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
も
本
間
先
生
は
特
一
級
の
方
で
あ
り

ま
す
。
私
自
身
も
旧
玉
庭
村
の
生
ま
れ
で
、
素
晴
ら

し
い
先
輩
に
恵
ま
れ
て
誇
り
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

４
年
ほ
ど
東
京
で
学
び
、
本
間
先
生
の
よ
う
に
広
い

世
界
に
羽
ば
た
こ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
地
元
に
戻

っ
て
役
場
に
勤
め
、
現
在
は
副
町
長
の
任
を
務
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

昨
今
は
地
方
創
生
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
数
あ
る
テ
ー
マ
の
中
で
も
一
番
大
切
に
す

べ
き
は
人
づ
く
り
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

う
し
た
意
味
で
今
日
の
式
典
の
話
を
お
聞
き
し
な

が
ら
、
こ
の
東
亜
同
文
書
院
及
び
愛
知
大
学
の
連
綿

と
し
た
人
を
重
ね
る
、
人
を
繋
い
で
い
く
と
い
う
思

い
を
凄
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
日
こ
こ

に
お
邪
魔
す
る
に
あ
た
り
、
お
付
き
合
い
頂
い
て
お

り
ま
す
愛
知
大
学
と
本
間
先
生
の
匂
い
が
ど
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
か
と
思
い
つ
つ
お
邪
魔
い
た
し

ま
し
た
が
、
そ
ん
な
匂
い
を
想
像
以
上
に
感
じ
せ
て

い
た
だ
い
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。 

近
年
、
愛
知
大
学
の
皆
さ
ん
と
川
西
町
は
交
流
が

深
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
の
町
に
も

本
間
先
生
の
胸
像
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
今

年
、
先
人
を
顕
彰
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
な
が
ら
も

っ
と
も
っ
と
地
元
に
お
い
て
も
本
間
先
生
を
顕
彰

し
、
ま
た
東
亜
同
文
書
院
及
び
愛
知
大
学
に
つ
い
て

も
、
本
間
先
生
と
の
関
係
や
歴
史
等
を
広
く
知
ら
し

め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
皆
様
に

も
よ
ろ
し
く
お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。 山

形
の
地
、
今
年
雪
が
ほ
と
ん
ど
降
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
私
今
日
ブ
ー
ツ
を
履
い
て
き
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
寒
さ
防
止
で
あ
っ
て
雪
防
止
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
３
月
に
は
本
間
先
生
の
ご
実
家
も
含
め

「
ひ
な
め
ぐ
り
」
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
多
く
の
人
に

お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
か
ら
本

格
的
な
降
雪
を
迎
え
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
冬

が
明
け
ま
す
と
春
。
雪
国
の
春
と
い
う
の
は
素
晴
ら

し
い
春
で
す
。
そ
し
て
秋
に
は
町
の
花
ダ
リ
ヤ
が
日

本
一
の
規
模
の
ダ
リ
ヤ
園
を
中
心
に
町
中
を
彩
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
川
西
町
は
米
沢
牛
の
故
郷
で
も
あ

り
ま
す
。
子
牛
生
産
が
主
で
す
が
、
子
牛
の
半
分
は

本
町
で
生
産
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

ぜ
ひ
皆
様
に
も
お
越
し
い
た
だ
き
、
本
間
先
生
の

故
郷
に
触
れ
、
ダ
リ
ヤ
の
花
を
目
で
米
沢
牛
を
舌
で

堪
能
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

ど
う
か
今
後
、
皆
様
と
川
西
町
と
の
絆
が
益
々
深

ま
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
一
言
ご
挨
拶
と
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さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

田
辺 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

関
係
者
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
は

こ
の
会
も
含
め
ま
し
て
と
て
も
お
世
話
に
な
っ
て

お
り
ま
す
霞
山
会
の
皆
さ
ん
を
紹
介
さ
せ
て
も
ら

い
ま
す
。
お
名
前
を
お
呼
び
し
ま
し
た
ら
お
立
ち
い

た
だ
い
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。 

常
任
理
事
の
星
様
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ

う
か
。
阿
部
純
一
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
倉
持
様
、
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
堀
田
様
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
愛
知
大
学
関
係
者
を
簡
単
に
紹
介

さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ

ン
タ
ー
長
の
三
好
先
生
。
初
代
セ
ン
タ
ー
長
で
今
は

フ
ェ
ロ
ー
で
あ
る
藤
田
名
誉
教
授
。
そ
し
て
、
本
学

創
立
者
本
間
喜
一
先
生
の
生
誕
地
山
形
県
川
西
町

出
身
の
文
学
部
加
島
先
生
。
そ
れ
か
ら
新
事
務
局
長

の
各
務
事
務
局
長
で
ご
ざ
い
ま
す
。
愛
知
大
学
監
事

の
林
監
事
。
林
監
事
は
本
学
卒
業
後
文
部
省
に
お
勤

め
に
な
ら
れ
、
そ
し
て
一
橋
大
学
事
務
局
長
を
な
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
は
本
学
常
任
監
事
を
な
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
校
友
課
の
会
田
課
長
。
東
亜
同
文
書
院
大

学
記
念
セ
ン
タ
ー
担
当
を
致
し
て
お
り
ま
す
豊
橋

研
究
支
援
課
小
川
、
セ
ン
タ
ー
事
務
担
当
の
森
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
私
、
豊
橋
研
究
支
援
課
長
の
田

辺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
授
賞
式
も
含
め
ま
し
て
東
亜
同
文
書

院
記
念
基
金
の
監
事
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
岡
村
先
生
、
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

予
算
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
お
渡
し
し
て
お
り
ま

す
基
金
会
ニ
ュ
ー
ス
を
も
ち
ま
し
て
ご
報
告
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

先
ほ
ど
山
形
県
川
西
町
副
町
長
の
山
口
様
か
ら

ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
愛
知
大
学
で
は

「
本
間
先
生
を
顕
彰
す
る
会
」
を
毎
年
７
月
に
川
西

町
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
は
国
立
国
会
図
書

館
長
の
大
滝
館
長
と
、
本
学
加
島
先
生
が
記
念
講
演

を
な
さ
れ
ま
し
た
。
愛
知
大
学
と
川
西
町
と
の
繋
が

り
を
深
め
る
か
た
ち
で
進
め
て
い
る
こ
と
を
お
伝

え
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
こ
か
ら
は
、
諸
先
輩
方
の
お
話
を
い
た
だ
き
た

く
存
じ
ま
す
。
先
輩
の
中
島
様
、
マ
イ
ク
を
お
渡
し

し
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

中
島 

皆
さ
ん
か
ら
拍
手
を
も
ら
う
と
何
か
猿
も
木

か
ら
落
ち
る
っ
て
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ

れ
で
は
前
半
の
有
意
義
な
会
を
更
に
有
意
義
に
で

き
る
よ
う
な
か
た
ち
に
も
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
な

と
思
い
ま
す
。 

今
日
の
意
味
は
基
金
会
の
色
々
な
顕
彰
と
い
う

こ
と
で
、
前
半
は
霞
山
会
、
同
文
書
院
、
愛
知
大
学

の
伝
統
的
な
お
話
に
触
れ
ま
し
た
。
復
習
す
れ
ば
１

９
０
１
年
に
同
文
書
院
が
上
海
に
で
き
た
こ
と
。
そ

の
ち
ょ
っ
と
前
が
日
清
戦
争
。
そ
れ
か
ら
そ
の
ち
ょ

っ
と
後
が
日
露
戦
争
。
そ
れ
か
ら
１
９
１
１
年
に
は

辛
亥
革
命
。
少
し
経
つ
と
も
う
色
ん
な
中
国
と
せ
わ

し
く
な
っ
て
き
て
１
９
２
０
年
か
ら
30
年
前
後
に

は
ソ
連
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
毛
沢
東
動
き
だ
し
て

く
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
45
年
の
終
戦
ま
で
書
院
生

が
勉
強
し
、
卒
業
さ
れ
て
小
崎
さ
ん
の
よ
う
に
外
交

だ
と
か
商
社
等
、
世
界
的
に
内
外
通
じ
て
活
躍
さ
れ

た
。
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
愛
知
大
学
と
い
う
こ
と
で
、

今
、
同
文
書
院
に
負
け
な
い
よ
う
一
生
懸
命
努
力
を

し
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
中
で
中
心
に
な
る
の
は
記
念
セ
ン
タ
ー
長

の
三
好
先
生
を
は
じ
め
と
し
た
ス
タ
ッ
フ
、
そ
れ
か

ら
そ
の
関
係
者
が
今
日
の
会
と
か
こ
の
ニ
ュ
ー
ス

レ
タ
ー
が
立
派
な
の
が
出
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
う
い

う
中
で
皆
さ
ん
に
紹
介
を
し
て
お
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
面
で
は
先
ほ
ど
高
遠
さ
ん
の
お
話

も
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
色
々
と
愛
知
大
学
に
対
す

る
、
あ
る
い
は
霞
山
会
に
対
す
る
期
待
が
大
き
い
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
十
分
愛
知
大
学
も
応
え

て
お
り
、
今
後
も
努
力
す
る
と
い
う
ふ
う
な
観
点
で



- 14 - 

 

ぜ
ひ
一
つ
先
輩
方
に
負
け
な
い
よ
う
今
後
を
処
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
今
日
は
書
院
の
皆
さ
ん
も
数
少
な
く
な

り
ま
し
た
け
ど
も
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
、
今
日

の
お
話
、
そ
れ
に
関
連
し
た
と
か
、
最
近
基
金
会
と

か
霞
山
会
と
か
愛
大
に
対
す
る
感
想
と
か
希
望
み

た
い
な
そ
う
い
う
も
の
を
皆
さ
ん
か
ら
ち
ら
ほ
ら

い
た
だ
い
て
、
愛
知
大
学
の
励
み
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
つ
こ
の
辺
り
含
ん
で
お
願
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
順
序
は
ど
う
な
る
か
分
か
り
ま

せ
ん
け
ど
、
そ
こ
ら
あ
た
り
ご
指
名
と
い
う
か
含
み

を
持
た
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
つ
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
な
た
か
同
時
っ
て

い
う
わ
け
に
い
か
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
さ
っ
き
の

お
話
の
特
に
関
連
し
た
と
い
う
よ
う
な
お
話
が
あ

れ
ば
。
そ
れ
で
は
小
崎
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
何
か
あ
り

ま
す
か
。 

小
崎 

私
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
予
科
２
年
生
の

時
に
、
こ
の
ま
ま
戦
争
が
進
め
ば
大
旅
行
に
行
く
チ

ャ
ン
ス
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
林
出
学
生
監

に
頼
み
許
可
を
貰
っ
て
私
的
大
旅
行
に
出
か
け
ま

し
た
。
一
人
で
夏
休
み
に
、
華
北
・
蒙
古
・
満
州
へ

旅
行
す
る
こ
と
に
し
、
期
間
は
昭
和
17
年
の
６
月

14
日
か
ら
８
月
初
め
ま
で
で
し
た
。 

最
初
に
、
船
で
青
島
へ
行
き
ま
し
た
が
、
青
島
は

自
分
の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
、
思
い
入
れ
の
多
い
と

こ
ろ
で
す
。
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
青
島
神

社
、
第
一
公
園
、
山
東
路
、
水
族
館
等
々
を
思
い
出

し
な
が
ら
、
海
事
協
会
に
２
泊
し
ま
し
た
。 

青
島
か
ら
夜
行
列
車
で
済
南
、
徳
州
経
由
で
そ
こ

か
ら
石
徳
線
に
入
る
と
猛
烈
に
暑
か
っ
た
。
石
家
荘

に
泊
ま
り
、
翌
日
夕
刻
楡
次
に
着
く
。
楡
次
発
、
平

遥
発
、
夜
太
原
着
。
24
日
太
原
発
、
夜
汾
陽
着
。
25

日
朝
汾
陽
発
の
バ
ス
で
物
凄
い
山
道
を
辿
り
、
午
後

離
石
に
着
く
。
夜
、
警
察
署
長
の
家
で
夕
飯
を
ご
馳

走
に
な
る
。
屋
根
の
上
に
テ
ー
ブ
ル
を
広
げ
、
酒
と

ご
馳
走
を
煌
々
た
る
月
光
の
下
で
賞
味
し
て
い
る

と
、
城
壁
の
外
側
で
時
々
銃
声
を
聞
き
ま
し
た
。
27

日
道
路
が
敵
軍
の
爆
薬
に
よ
り
爆
破
さ
れ
た
の
で
、

太
原
に
帰
る
に
帰
れ
な
か
っ
た
。
７
月
１
日
や
っ
と

橋
と
道
路
の
修
復
が
終
わ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
の
助
手
台

に
乗
せ
て
貰
い
太
原
に
向
か
っ
た
。
汾
陽
、
平
遥
経

由
で
２
日
午
後
太
原
着
。
６
日
北
同
蒲
線
に
よ
り
太

原
発
。
７
日
大
同
駅
前
で
朝
食
。
雲
崗
石
窟
に
は
驚

嘆
す
べ
き
も
の
あ
り
。
８
日
11
時
包
頭
に
着
く
。
９

日
厚
和
着
。
10
日
張
家
口
に
着
く
。
大
蒙
公
司
の
尾

中
先
輩
の
世
話
に
な
る
。
西
礼
蘭
ノ
ー
ル
へ
の
車
が

あ
る
由
に
つ
き
尾
中
家
に
泊
ま
る
。
13
日
朝
５
時
大

雨
で
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
乗
れ
ず
旅
行
を
断
念
す

る
。
13
日
雨
の
中
北
京
着
。
棚
平
先
輩
の
家
に
泊
め

て
頂
く
。
16
日
遊
覧
バ
ス
で
北
海
、
天
壇
等
を
回
る
。

21
日
北
京
を
あ
と
に
急
行
「
大
陸
」
は
朝
霧
の
中
を

走
る
。 

こ
の
車
中
で
井
上
さ
ん
夫
妻
、
川
久
保
さ
ん(

女

性)

と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
釜
山
に
夜
10
時
頃
着

い
た
が
、
連
絡
船
に
乗
れ
な
い
人
が
前
日
か
ら
千
人

も
留
ま
っ
て
い
る
た
め
、
我
々
も
こ
こ
で
一
泊
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
私
は
独
り
で
宿
を
探
す
つ
も
り
で
暗

い
釜
山
の
街
を
歩
き
出
し
た
ら
後
か
ら
川
久
保
さ

ん
が
付
い
て
来
る
。
宿
が
な
い
か
ら
、
あ
な
た
に
付

い
て
行
く
と
。
何
所
で
も
よ
い
か
ら
連
れ
て
行
っ
て

欲
し
い
と
い
う
わ
け
で
。
や
っ
と
小
さ
な
宿
を
見
つ

け
た
が
、
空
い
て
い
る
の
は
四
畳
半
の
部
屋
が
あ
る

だ
け
と
言
わ
れ
た
。
川
久
保
さ
ん
は
そ
れ
で
も
よ
い

と
言
う
の
で
、
一
緒
に
泊
ま
り
ま
し
た
よ
。
知
ら
な

い
女
性
と
泊
ま
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
二
人

の
布
団
の
間
に
タ
オ
ル
を
敷
い
て
、
こ
れ
を
越
え
な

い
よ
う
に
し
よ
う
と
約
束
し
て
休
み
ま
し
た
。 

早
朝
、
行
列
を
な
し
て
船
場
へ
、
大
勢
の
人
で
危

な
い
と
こ
ろ
で
し
た
が
や
っ
と
乗
れ
ま
し
た
。
船
の

最
底
部
で
暑
い
し
人
は
多
い
。
川
久
保
さ
ん
は
船
に

弱
い
様
子
に
て
、
上
甲
板
に
あ
げ
て
弁
当
や
サ
イ
ダ

ー
を
買
っ
て
あ
げ
た
。
漸
く
下
関
港
に
着
い
た
。
彼

女
は
佐
賀
県
武
雄
の
人
。
僕
は
滋
賀
県
。
こ
こ
で
お

別
れ
で
し
た
。 
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と
こ
ろ
が
そ
の
年
の
秋
、
上
海
で
ば
っ
た
り
川
久

保
さ
ん
に
会
い
ま
し
た
。
彼
女
は
上
海
の
電
話
会
社

に
勤
め
て
い
て
、
あ
の
時
は
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ

た
の
で
、
武
雄
で
の
葬
式
に
帰
り
ま
し
た
が
、
そ
の

後
す
ぐ
上
海
に
戻
っ
た
と
い
う
。
そ
の
日
、
極
東
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
の
切
符
を
買
い
に
行
っ
た
所
で

我
々
は
偶
然
に
も
再
会
し
ま
し
た
。 

以
上
、
私
的
大
旅
行
と
不
思
議
な
ご
縁
の
思
い
出

に
触
れ
て
み
ま
し
た
。 

 

中
島 

当
時
の
こ
と
を
よ
く
鮮
明
に
覚
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。
42
期
の
皆
さ
ん
は
正
式
の
大

旅
行
が
な
か
っ
た
か
ら
、
小
崎
さ
ん
は
私
的
に
実
施

さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。 

書
院
の
大
旅
行
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
お
い
で
の

藤
田
先
生
が
広
く
検
証
し
て
お
り
ま
す
。
何
冊
も
の

著
作
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
見
て
外
国
の
研
究
者
も
関

心
を
よ
せ
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
書
院
が
創
立
さ
れ
る
前
に
、
高
杉
晋
作

が
上
海
へ
行
っ
た
こ
と
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ

の
「
花
燃
ゆ
」
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
19
年
か

に
高
杉
晋
作
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
が
書
院
の
構

内
で
撮
影
さ
れ
た
と
、
関
谷
さ
ん
か
ら
聞
き
ま
し
た

の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
頂
け
ま
す

か
。 

 

関
谷 

関
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
ド
ラ

「
あ
さ
が
来
た
」
を
見
て
い
た
ら
、
五
代
と
い
う
人

が
出
て
き
た
の
で
、
書
院
当
時
院
子(

校
庭
の
こ
と)

で
ロ
ケ
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

時
は
昭
和
19
年
初
夏
、
主
役
は
坂
東
妻
三
郎
と
月

形
龍
之
介
、
題
名
は
「
狼
煙
は
上
海
に
揚
が
る
」
で

し
た
。
当
時
、
私
は
そ
の
ロ
ケ
を
間
近
で
見
て
い
ま

し
た
。 

物
語
の
主
人
公
は
高
杉
晋
作(

坂
東
妻
三
郎)

、
維

新
の
暴
れ
ん
坊
と
し
て
有
名
な
彼
の
若
き
頃
で
す
。

江
戸
時
代
の
末
期
、
海
外
視
察
の
た
め
長
崎
か
ら
上

海
に
渡
り
、
そ
の
船
中
で
薩
摩
藩
の
五
代
才
助(

月

形
龍
之
介)
に
会
う
。 

物
語
は
、
高
杉
は
政
治
、
五
代
は
経
済
面
か
ら
当

時
の
上
海
の
荒
廃
と
中
国
人
を
分
析
し
、
そ
れ
は
清

国
が
鎖
国
を
し
て
欧
米
の
文
明
を
取
り
入
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
二
人
の
心
の
中
で

同
時
に
日
本
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
強
い
危
機

感
が
生
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。 

 中
島 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
現
場
に
関

谷
さ
ん
が
行
っ
て
俳
優
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
ら
そ

の
後
の
人
生
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
朝
の
テ
レ
ビ
で
亡
く
な

り
ま
し
た
で
す
ね
。
あ
の
辺
り
の
相
当
事
実
に
近
い

と
い
う
ふ
う
な
設
定
が
あ
る
み
た
い
で
す
け
ど
も
。

そ
れ
と
今
の
地
域
創
生
に
つ
い
て
も
非
常
に
考
え

方
と
か
行
動
と
し
て
は
や
っ
ぱ
り
似
通
っ
た
点
が

あ
っ
て
学
び
た
い
と
こ
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
殿
岡
さ
ん
何
か
一
言
。 

 

殿
岡 

関
谷
さ
ん
の
話
を
フ
ォ
ロ
ー
し
ま
す
け
ど
も
、

そ
の
映
画
が
日
本
に
来
た
と
き
、
そ
こ
の
有
楽
町
の

朝
日
新
聞
の
ビ
ル
で
し
た
よ
。
も
う
見
る
の
に
大
変
。

で
も
母
と
一
緒
に
見
に
行
き
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
し

て
、
ふ
っ
と
瞬
間
で
す
よ
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
阪
妻
が

乗
っ
か
っ
て
人
力
車
が
す
っ
と
行
く
だ
け
の
。
何
べ

ん
も
見
る
ん
で
す
け
ど
、
絵
に
描
い
た
よ
う
な
二
階

校
舎
が
写
り
ま
し
た
。
大
変
人
気
者
で
し
た
。 

 

関
谷 

こ
の
映
画
の
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
と
、「
こ
の
作

品
は
、
日
本
に
も
中
国
に
も
フ
ィ
ル
ム
が
現
存
せ
ず
、

幻
の
作
品
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
ロ
シ
ア
に

保
存
さ
れ
て
お
り
、
２
０
０
１
年
に
な
っ
て
大
映
が

買
い
戻
し
を
行
い
日
本
で
も
上
映
可
能
に
な
っ
た
。
」

と
の
こ
と
で
す
。 

 

中
島 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
殿
岡
さ
ん
さ

っ
き
の
映
画
は
い
つ
頃
上
映
さ
れ
た
ん
で
す
か
。 

 

殿
岡 

父
か
ら
手
紙
が
き
て
見
ろ
っ
て
言
う
ん
で
見

た
ん
で
す
か
ら
。 

 

中
島 

私
は
ま
だ
生
ま
れ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。 
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殿
岡 

小
学
生
だ
と
思
い
ま
す
よ
。 

 

中
島 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
色
々
昔
の
お

話
で
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
今
日
は
44
期

の
釜
井
さ
ん
が
お
見
え
で
す
。
「
わ
し
は
今
日
は
遠

慮
し
と
く
よ
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
あ
い

だ
の
池
田
理
事
長
さ
ん
に
講
演
を
し
て
い
た
だ
い

た
時
に
、
当
時
の
交
流
の
様
子
を
釜
井
さ
ん
か
ら
お

話
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
復
習
し
て

い
い
か
ど
う
か
あ
れ
で
す
が
、
ひ
と
言
お
願
い
し
ま

す
。 

 

釜
井 

釜
井
で
す
。
実
は
こ
の
あ
い
だ
同
窓
会
の
時

に
高
井
さ
ん
か
ら
招
集
が
か
か
り
、
霞
山
会
の
理
事

長
に
就
任
さ
れ
た
池
田
さ
ん
の
紹
介
を
し
て
欲
し

い
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
何
か
お
話
が
で
き
た
ら

と
思
い
ま
す
。 

皆
さ
ん
新
理
事
長
の
こ
と
を
よ
く
ご
存
じ
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
の
仄
聞
す
る
池
田
新

理
事
長
の
お
話
を
ち
ょ
っ
と
。 

池
田
さ
ん
は
姫
路
の
御
出
身
で
、
成
績
優
秀
、
東

京
大
学
法
学
部
に
入
ら
れ
、
37
年
卒
業
と
同
時
に
、

当
時
、
国
家
公
務
員
上
級
試
験
を
通
っ
て
も
な
か
な

か
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
後
、
外
務
省
に
入
り
ま
し
た
。

在
外
語
学
研
修
生
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
勤
務
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
香
港
、
北
京
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
７
ケ
国
で
、

大
使
も
合
わ
せ
て
さ
れ
ま
し
た
。 

私
が
聞
い
た
な
か
特
に
有
名
な
の
は
、
一
昨
年
で

し
た
か
大
爆
発
が
あ
っ
た
天
津
、
あ
の
近
辺
に
以
前

勝
利
油
田
と
い
っ
た
油
田
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど

も
。
こ
れ
を
中
国
で
は
隠
し
て
お
い
た
の
で
す
が
、

香
港
在
勤
中
に
何
か
変
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
気
が
付
い
て
人
工
衛
星
を
引
っ
張
っ
て
き
て

そ
の
写
真
を
撮
っ
て
、
こ
ん
な
で
っ
か
い
油
田
が
北

京
の
ご
く
近
く
に
出
来
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
発

表
し
た
そ
う
で
す
。
公
式
の
発
表
は
し
て
い
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
。
何
か
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る

の
を
米
軍
も
知
ら
な
か
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
後
、
バ
ン
コ
ク
駐
在
の
公
使

の
と
き
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
平
和
に
大
分
汗
を
流
し

平
和
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
ら

れ
た
そ
う
で
す
。 

も
う
一
つ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
大

使
の
時
、
赴
任
し
た
頃
は
在
郷
軍
人
会
と
か
が
、
日

本
の
天
皇
が
来
た
ら
、
あ
あ
し
て
や
る
、
こ
う
し
て

や
る
と
い
う
、
例
え
ば
卵
を
ぶ
つ
け
る
と
か
、
あ
る

い
は
火
炎
瓶
を
ぶ
つ
け
る
な
ん
て
い
う
元
軍
人
も

い
た
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
不
穏
な
空
気

を
駐
在
大
使
と
し
て
無
事
丸
く
収
め
て
天
皇
陛
下

の
御
訪
問
が
、
何
事
も
な
く
終
わ
っ
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。 

池
田
霞
山
会
理
事
長
の
功
績
は
そ
の
他
多
く
あ

り
ま
す
が
、
特
に
印
象
的
な
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
勿
論
最
後
の
亜
東

関
係
協
会
の
理
事
長
の
時
も
対
台
湾
関
係
で
、
民
進

党
が
ヘ
マ
を
や
っ
た
と
き
な
ど
も
色
々
汗
を
流
さ

れ
た
。
李
登
輝
元
総
統
訪
日
と
い
う
こ
と
で
も
だ
い

ぶ
奔
走
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
伺
っ
て
お

り
ま
す
。 

簡
単
な
が
ら
御
紹
介
し
ま
し
た
。 

 
 

中
島 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
釜
井
さ
ん
は

お
人
柄
的
に
控
え
め
の
お
話
で
し
た
が
、
新
聞
社
で

ご
活
躍
で
し
た
。 

オ
ラ
ン
ダ
の
在
郷
軍
人
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た

が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
で
し
た
。

当
時
日
本
が
侵
攻
し
戦
闘
に
な
り
、
敗
戦
の
時
再
び

オ
ラ
ン
ダ
が
侵
攻
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
戦
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
統
治
下
に
あ
っ
た
時
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
青
年
に
軍
事
訓
練
を
し
、
残
留
日
本

人
が
共
に
オ
ラ
ン
ダ
軍
と
戦
い
独
立
を
勝
ち
得
た

こ
と
は
日
本
の
貢
献
で
し
た
。
42
期
の
白
川
正
雄
氏

も
そ
の
一
人
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
残
り
、
医
学
の

道
で
貢
献
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
最
近
に
な
っ
て

日
本
の
独
立
へ
の
貢
献
が
教
科
書
に
載
っ
て
い
る

と
も
聞
い
て
い
ま
す
。 
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殿
岡 

同
文
書
院
の
校
庭
で
映
画
が
撮
ら
れ
た
っ
て

言
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
愛
大
で
も
撮
っ
て
い
る
ん

で
す
よ
『
二
等
兵
物
語
』
。
ず
い
ぶ
ん
忘
れ
ら
れ
ち

ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
あ
れ
は
そ
の
ま
ま
校
舎
い

じ
れ
な
い
か
ら
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

本
当
に
ア
チ
ャ
コ
や
何
か
皆
来
て
そ
れ
で
学
生
が

ア
ル
バ
イ
ト
で
階
段
の
上
か
ら
蹴
っ
飛
ば
さ
れ
て

落
ち
る
と
、
五
百
円
余
計
つ
く
の
で
す
。
ゲ
ー
ト
ル

な
の
で
す
け
ど
も
、
戦
後
少
し
経
ち
ま
し
た
か
ら
や

っ
ぱ
り
気
も
緩
ん
だ
の
か
、
学
生
さ
ん
た
ち
巻
い
て

行
進
し
て
走
る
と
ズ
ル
ズ
ル
と
こ
う
落
ち
る
そ
う

で
、
あ
れ
が
困
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
大
学

の
近
辺
を
こ
う
駆
け
足
で
通
る
の
で
す
け
ど
も
、
そ

れ
も
88
ぐ
ら
い
の
父
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
な
ん
で

す
が
、
タ
バ
コ
屋
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ま
た
戦
争
始

ま
っ
て
孫
さ
と
ら
れ
る
ん
だ
な
っ
て
心
配
し
た
と

言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
映
画
は
だ
い
ぶ
撮
っ
た
ら
し

い
の
で
す
よ
。
朝
ド
ラ
も
あ
そ
こ
で
撮
り
ま
し
た
よ

ね
。
そ
ん
な
の
が
あ
り
ま
す
。 

中
島 

そ
う
い
う
面
で
も
愛
知
大
学
が
有
名
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
今
日
は
根
津
一
先
生
の
末
裔
、
ご
親
戚

の
松
下
ご
夫
妻
に
来
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
根

津
先
生
の
命
日
は
２
月
で
し
た
が
、
東
京
の
方
で
は

４
月
上
旬
に
桜
花
忌
と
し
て
鶴
見
の
総
持
寺
で
墓

参
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
秋
に
は
荒
尾
精
先

生
の
墓
参
を
谷
中
の
全
生
庵
で
し
て
お
り
ま
す
。
今

年
の
10
月
30
日
は
、
根
津
先
生
の
没
後
１
２
０
周

年
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
大
学
、
同
窓
会
、
書
院

生
と
も
に
集
い
墓
参
法
要
が
叶
え
ば
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。 

今
日
の
資
料
に
２
月
21
日
の
記
念
セ
ン
タ
ー
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
チ
ラ
シ
が
入
っ
て
い
ま
す
。
若
手

研
究
者
の
同
文
書
院
の
顕
彰
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

書
院
の
場
合
は
、
全
寮
制
で
し
た
。
そ
の
中
に
院

歌
を
始
め
多
く
の
寮
歌
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
寮
歌

委
員
長
の
中
子
さ
ん
が
お
見
え
で
す
か
ら
、
中
子
さ

ん
に
指
揮
を
と
っ
て
い
た
だ
い
て
、
皆
さ
ん
ご
一
緒

に
歌
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
続
い
て
時
間
が
あ
れ
ば

愛
知
大
学
の
逍
遥
歌
、
そ
れ
か
ら
学
生
歌
な
ど
、
歌

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
皆
さ

ん
ス
テ
ー
ジ
の
方
へ
お
願
い
し
ま
す
。 

 

中
子 

同
文
書
院
の
44
期
の
中
子
で
す
。
戦
時
中
の

昭
和
18
年
に
入
学
し
、
そ
の
後
波
瀾
の
人
生
を
送
り
、

今
の
存
命
は
、
30
人
位
に
な
り
ま
し
た
。
関
東
で
は
、

毎
月
の
第
４
木
曜
日
に
会
合
を
や
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
42
期
に
合
流
し
て
第
３
金
曜
に
、
霞
山
会

館
１
階
の
阿
里
城
に
集
っ
て
い
ま
す
。
ビ
ー
ル
を
飲

み
な
が
ら
、
楽
し
く
語
り
合
っ
て
い
ま
す
。 

 

寮
歌
祭
の
こ
と
で
す
が
、
千
葉
寮
歌
祭
は
昨
年
10

月
で
30
回
を
重
ね
、
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
中
央
寮
歌

祭
は
毎
年
８
月
に
行
い
、
私
も
出
ま
す
、
皆
さ
ん
応

援
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
院
歌
か
ら
歌
い
ま
す
。
続
い
て
、
長
江

の
水
、
嵐
吹
け
吹
け
、
を
。 

【皆
で
歌
う
】 

 

中
島 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
沢
山
寮
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歌
は
あ
り
ま
す
。
交
通
大
学
に
は
今
も
昔
の
寮
舎
は

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
小
川
さ
ん
、
愛
大
の
寮

歌
の
方
、
お
願
い
し
ま
す
。 

 

小
川 

寮
歌
を
歌
う
前
に
一
言
申
し
上
げ
ま
す
。
昨

年
７
月
の
日
経
新
聞
・
私
の
履
歴
書
で
浅
丘
ル
リ
子

が
、
一
か
月
に
わ
た
っ
て
履
歴
を
書
き
ま
し
た
。
そ

の
中
で
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
私
は
昭
和
15
年

７
月
２
日
、
新
京
で
生
ま
れ
、
75
歳
で
す
。
私
の
父
・

浅
井
源
次
郎
は
東
亜
同
文
書
院
を
卒
業
後
、
中
央
大

学
か
ら
大
蔵
省
に
入
り
、
満
州
国
の
高
級
官
吏
、
経

済
部
大
臣
秘
書
官
な
ど
と
し
て
忙
し
く
働
い
て
い

ま
し
た
」
と
。
こ
の
「
履
歴
書
」
の
中
で
、
ル
リ
子

は
一
日
目
、
二
日
目
、
三
日
目
と
ず
っ
と
源
次
郎
の

こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。
よ
ほ
ど
父
・
源
次
郎

が
好
き
だ
っ
た
の
か
誇
り
に
思
っ
て
い
た
よ
う
で

し
た
。
本
人
も
同
文
書
院
を
卒
業
し
た
こ
と
を
誇
り

に
思
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 

源
次
郎
は
19
期
で
す
か
ら
大
正
８
年
入
学
、
同

11
年
卒
で
す
ね
。
ル
リ
子
に
関
す
る
情
報
で
満
州
映

画
の
理
事
長
・
甘
粕
正
彦
と
浅
井
源
次
郎
と
の
間
で

次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
浅
井
君
、
信
子(

ル
リ
子
の
本
名)

ち
ゃ

ん
は
元
気
で
す
か
、
僕
は
信
子
ち
ゃ
ん
の
瞳
を
見
た

と
き
、
こ
の
世
に
こ
ん
な
き
れ
い
な
瞳
を
も
っ
た
少

女
が
い
る
の
か
、
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
信
子
ち

ゃ
ん
は
き
っ
と
と
て
つ
も
な
い
美
人
に
な
る
は
ず

で
す
。
そ
の
時
は
ぜ
ひ
、
満
州
映
画
に
入
れ
て
や
っ

て
く
だ
さ
い
。
私
が
間
違
い
な
く
育
て
ま
す
」
と
。 

私
は
浅
井
源
次
郎
さ
ん
に
強
い
印
象
を
も
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
同
時
に
浅
丘
ル
リ
子
に
も
非
常
に

好
感
を
も
ち
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
ル
リ
子
の
実
家

が
私
と
同
じ
調
布
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
４
人
姉

妹
が
い
ら
し
て
、
ル
リ
子
は
次
女
で
長
女
は
亡
く
な

り
、
三
女
と
四
女
は
ご
存
命
な
の
で
、
い
つ
か
ぜ
ひ
、

お
目
に
か
か
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
物
語
が
昨
年
の
日
経
新
聞
に
掲
載

さ
れ
た
こ
と
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
て
、
今
か
ら
愛
知

大
学
の
逍
遥
歌
を
歌
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
１
番
と
６
番
に
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
愛
知
大

学
逍
遥
歌
! 
 

【皆
で
歌
う
】 

 

中
島 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
私
の

担
当
は
終
わ
っ
て
田
辺
課
長
さ
ん
に
バ
ト
ン
を
し

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
田
辺 

皆
様
、
お
疲
れ
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
立

ち
に
な
ら
れ
た
方
は
一
度
お
座
り
い
た
だ
い
て
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
寮
歌
の
ほ
う
も
盛
り
上
が
り

ま
し
た
。 

最
後
に
、
本
日
皆
様
に
基
金
会
ニ
ュ
ー
ス
を
お
配

り
し
ま
し
た
。
こ
の
基
金
会
ニ
ュ
ー
ス
、
一
昨
年
か

ら
記
念
セ
ン
タ
ー
で
印
刷
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
本
当
に
お
世
話
に
な
っ

て
お
り
ま
す
皆
様
へ
、
恩
返
し
が
で
き
る
構
成
に
し

た
い
と
検
討
し
な
が
ら
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
前
半
に
授
賞
式
で
の
ご
挨
拶
等
々
、
昨

年
の
受
賞
者
北
川
様
で
す
。
仁
木
様
の
お
話
も
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金

特
別
奨
励
賞
と
記
念
基
金
栄
誉
賞
に
つ
い
て
10
ペ

ー
ジ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
記
念

基
金
特
別
奨
励
賞
は
、
一
般
入
試
で
の
合
格
者
の
中

で
一
番
成
績
の
良
か
っ
た
入
学
生
に
入
学
式
で
表

彰
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
記
念
基
金
栄
誉
賞
は
、
大

学
で
の
学
業
成
績
が
一
番
良
か
っ
た
卒
業
生
に
表

彰
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
11
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
中

島
様
の
司
会
の
も
と
、
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
お
言

葉
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
か
ら

い
た
だ
い
た
思
い
を
含
め
、
過
去
か
ら
の
良
い
流
れ

に
繋
げ
て
い
け
た
ら
な
と
い
う
思
い
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
し
て
中
島
様
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
い
た
写
真

等
々
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
25
ペ
ー
ジ
に
は
、
今

日
も
出
席
な
さ
れ
て
い
る
有
森
さ
ん
か
ら
、
愛
知
大

学
東
亜
同
文
書
院
記
念
セ
ン
タ
ー
の
の
ぼ
り
を
こ

の
よ
う
に
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
26
ペ

ー
ジ
か
ら
東
亜
同
文
書
院
記
念
セ
ン
タ
ー
事
業
の

１
年
間
を
簡
単
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
三
好
セ
ン
タ
ー
長

よ
り
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

三
好 

東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
長
の
三

好
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
基

金
会
ニ
ュ
ー
ス
の
26
ペ
ー
ジ
か
ら
紹
介
い
た
し
ま

す
。
岐
阜
、
広
島
で
の
展
示
会
講
演
会
で
す
。
28
ペ

ー
ジ
に
は
大
旅
行
の
研
究
の
一
環
で
あ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
書
院
生
ア
ジ
ア
を
行
く
」
で
す
。
東
亜
同

文
書
院
の
中
国
研
究
を
現
代
的
に
と
い
う
こ
と
で

11
月
に
同
文
書
院
の
初
期
の
研
究
が
ど
う
い
う
意

味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。 
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そ
れ
か
ら
年
が
明
け
ま
し
て
、
研
究
グ
ル
ー
プ

「
同
文
書
院
と
日
中
関
係
の
再
検
討
」
が
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
出
版
物
に
関
し
ま
し

て
、
す
で
に
ご
承
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が 

“
愛
大
公
館
”
と
称
す
る
建
物
が
ご
ざ
い
ま
す
。
元

は
陸
軍
15
師
団
長
官
舎
で
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
本

間
先
生
ほ
か
大
学
関
係
者
の
宿
舎
で
も
あ
り
ま
し

た
。
建
物
そ
の
も
の
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
こ
と
、

築
１
０
０
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
を
ま
と
め
た
本
を

出
版
し
ま
し
た
。 

そ
の
上
で
今
年
度
の
あ
ら
ま
し
を
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
展
示
会
、
講
演
会
に
関
し
ま
し
て

は
昨
年
９
月
に
、
同
文
書
院
の
教
授
を
な
さ
れ
、
愛

知
大
学
第
３
代
学
長
を
歴
任
さ
れ
た
小
岩
井
先
生

の
生
誕
地
で
あ
る
長
野
県
松
本
に
て
開
催
し
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
研
究
活
動
等
に
関
し

ま
し
て
も
昨
年
の
１
月
に
行
い
ま
し
た
「
同
文
書
院

と
日
中
関
係
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
追
加
の
も
の
が

12
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
基
金
会
ニ
ュ
ー
ス

に
は
さ
ん
で
お
り
ま
す
け
ど
も
、
２
月
21
日
に
「
海

外
か
ら
大
学
引
き
揚
げ
を
め
ぐ
る
問
題
と
そ
の
位

相
」
と
称
し
ま
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
豊
橋
で
行
い
ま

す
。
豊
橋
で
愛
知
大
学
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た

方
々
の
話
、
勿
論
入
っ
て
い
っ
た
豊
橋
に
帰
郷
を
定

め
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
、
さ
ら
に
は
同
じ
様
な
時

期
に
社
会
変
動
の
あ
っ
た
中
国
で
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
も
比
較
研
究
す
る
方
法
で
考
え

て
お
り
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
刊
行
物
に
関
し
ま
し
て
は
、
同
文
書
院

の
初
期
の
教
授
で
あ
り
ま
し
た
根
岸
佶
氏
の
著
作

集
の
刊
行
も
始
ま
り
、
来
年
４
月
過
ぎ
に
は
全
三
巻

で
完
結
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
そ
れ
以
外
で
も
初
期

の
書
院
の
関
係
者
の
写
真
集
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い

は
資
料
集
等
々
の
発
行
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
来
年
度
は
、
文
科
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤

形
成
支
援
事
業
の
最
終
年
度
に
あ
た
り
ま
し
て
、
各

研
究
グ
ル
ー
プ
と
も
、
研
究
成
果
の
出
版
を
予
定
し

て
い
る
、
と
各
グ
ル
ー
プ
長
か
ら
話
を
伺
っ
て
お
り

ま
す
。 

ま
た
国
際
交
流
の
点
に
お
き
ま
し
て
も
、
書
院
の

客
員
研
究
員
と
し
て
海
外
の
研
究
者
、
と
り
わ
け
中

国
の
方
が
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
こ
の
夏
に

は
内
モ
ン
ゴ
ル
に
な
り
ま
す
が
フ
フ
ホ
ト
に
何
名

か
お
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
会

議
を
開
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
私
は
同
文
書
院
の
教
育
面
の
や
り
方
を
継

承
し
て
お
り
ま
す
現
代
中
国
学
部
に
所
属
し
て
お

り
ま
す
が
、
現
代
中
国
学
部
は
今
年
ち
ょ
う
ど
20
年

を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
で
20
周
年
の
色
々
な
こ
と
も
考

え
て
お
り
ま
す
の
で
卒
業
生
の
方
々
、
愛
知
大
学
だ

け
で
は
な
く
も
っ
と
大
先
輩
の
同
文
書
院
の
方
々

の
ご
支
援
を
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
以
上
で
私

の
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

田
辺 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
少
し
だ
け
補

足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
32

ペ
ー
ジ
以
降
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
別
掲
載
と
い
う

か
た
ち
で
記
載
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
広
島
で

の
展
示
会
、
講
演
会
に
て
、
第
19
回
東
亜
同
文
書
院

記
念
基
金
奨
励
賞
を
受
賞
さ
れ
た
有
森
様
と
藤
田

先
生
と
の
お
二
方
の
掛
け
合
い
講
演
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
ち
ら
も
お
読
み
い
た
だ
き
ま
し
て
ご
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
け
た
ら
思
い
ま
す
。 

最
後
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
写
真
や
作
品
を

入
れ
換
え
て
お
り
ま
す
が
、
大
学
記
念
館
で
す
。
こ

れ
は
陸
軍
第
15
師
団
司
令
部
の
建
物
を
大
学
の
本

館
と
し
て
利
用
し
、
そ
の
後
大
学
記
念
館
と
し
て
利

用
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
の
ま
ま
の
場
所
に
１
０
７

年
経
っ
て
い
る
国
の
登
録
有
形
文
化
財
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
ち
ら
に
は
右
下
二
つ
目
の
写
真
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
来
館
者
の
皆
さ
ん
の
多
く
が
見
ら
れ
て
感

動
な
さ
れ
る
一
面
で
ご
ざ
い
ま
す
。
右
下
の
写
真
は

本
学
学
生
が
博
物
館
過
程
、
学
芸
員
過
程
の
実
習
で

大
学
記
念
館
に
て
実
習
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
学

生
は
本
当
に
一
生
懸
命
メ
モ
を
と
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
良
い
写
真
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
左
の
写
真

は
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
高
校
生
の
来

館
風
景
で
す
。
そ
し
て
昨
年
９
月
、
Ｊ
Ｒ
さ
わ
や
か

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
い
い
ま
し
て
、
駅
か
ら
駅
に
歩
く

催
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
立
ち
寄
り
ポ
イ
ン
ト
に
ノ
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ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
、
愛
知
大
学
前
駅
か
ら
豊
橋
駅
ま
で

約
９
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を
、
各
自
の
ペ
ー
ス
で
自
由
に

歩
か
れ
ま
す
。
２
，
１
０
０
名
が
本
学
を
そ
の
う
ち

１
，
２
３
４
名
が
大
学
記
念
館
を
来
館
さ
れ
ま
し
た
。 

今
後
も
開
か
れ
た
大
学
記
念
館
、
セ
ン
タ
ー
運
営

を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

皆
様
の
ご
協
力
の
も
と
、
こ
の
会
を
無
事
に
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   

 
 

 

表
紙
写
真
ご
芳
名 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

中
島 

 

 
 

有
森 

 

川
原 

 

高
遠 

 
 

会
田 

 

加
島 

 

藤
田 

 
 

各
務 

 

三
好 

 

星 

 
 

堀
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

阿
部 

 

岡
村 

 

池
田 

村
尾 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

殿
岡 

荒
尾 

 

小
崎 

 
 

中
川 

 
 

 

倉
持 

関
谷 

 

川
井 

 
 

田
辺 

 
 

 

阿
部 

      

小
川  

釜
井 

 

清
水 

 
 

奥
村 

 
 

 
 

 
 

森 
 

松
下 

 

佐
藤 

夏
目 

松
下 

 

山
口 

 
 

 

林 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
子 

 
 

 
 

 
 

 

平
井 

 
 

片
淵 

 
 

 
 

 
 

小
川 
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本
間
先
生
欽
慕
の
会 

平
成
27
年
５
月
9
日(

土) 

東
京
小
平
霊
園 

小平霊園の墓前に、愛大、書院、同窓生 33名が集い、法要が行われました。 

杉浦前副会長の司会進行により、村尾副会長、鈴木事務局長の挨拶、中子さん先導による「般若心経」、院歌

斉唱。高井さん音頭による寮歌・逍遥歌「月影砕くる」を高唱。 

各位拝礼を終え、記念写真を撮りました。（遅れてみえた２名様には失礼しました。） 

直会は、米内家石材店にて行われました。鈴木事務局長から佐藤学長の挨拶代読、内容は今年の入試志願

者状況の好調、名古屋校舎二期工事の進捗状況など、母校発展の現況に接し、一同感動の拍手を贈りました。 

殿岡さんからは、由緒ある日本酒、紹興酒などの提供とご挨拶があり、いつもの感謝。献杯のあとは、美味し

い幕の内、美酒を頂きなかせらの歓談。皆さん幸せなひと時に浸りました。 

 

写
真
お
名
前
（
敬
称
略
） 

 

森 

健
一 

 

加
藤
大
策 

 

荒
尾
仁
恵 

村
上 

武 

 

荒
尾
与
志
子 

小
川
悟 

 

本
間
万
里
子 

高
橋
光
子 

由
比
淳
子 

関
口
忠
彦 

岩
間 

毅 

藤
田
佳
久 

伊
藤
寛
一
山
内
喜
充 

高
井
和
伸 
間
宮
信
夫 

飯
塚 

啓 
 

 
 

殿
岡
晟
子 

小
崎
昌
業 

加
茂 

傑 

熊
谷
範
一
郎 

中
山 

弘 

中
子
良
吉 

荒
尾
初
雄 

 

中
川
善
弘 

夏
目
益
良 

村
尾
竹
一 

杉
浦
福
夫 

奥
村 

進 
  

鈴
木 

修 

中
島
寛
司 
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根
津
山
洲
先
生
墓
参 

桜
花
忌 

平
成
27
年
４
月
２
日(

木) 

横
浜
の
鶴
見
総
持

寺 

荒
尾
東
方
斎
先
生
墓
参 

 

平
成
27
年
10
月
28
日(

水) 

東
京
谷
中
の
全
生
庵 

根津先覚の墓前に、正午に参集、献花にお線香。般若心経を唱え、院歌、長江の水など献じました。根津先生

の隣には、水野梅暁先輩のお墓もあり、毎年同じように、お線香 献花して、参拝しています。総持寺の境内は、満

開の桜 天気も満開。直会は鶴見西口の蓬莱春飯店にて。ビールで献杯。また、藤田先生の2014年度愛知大学

同窓会最優秀奨励賞受賞（授与式は2015年3月7日に開催）にも乾杯しました。美味しい料理に紹興酒、話題に事

欠かず、元気創生のひと時になりました。同文書院閉校から愛知大学の旧制大学としての創設、入学生の多様

さ、教授連の優秀さなど。上海交通大学ほか教育機関にて、書院の学績や愛大の教育などにも関心を持たれてい

る、など。健康談義にも花が咲き、運動方法にも納得の数々でした。 

参列者：藤田佳久（愛知大学名誉教授）、小崎昌業(42期)、熊谷範一郎(42期)、関谷賢三（44期）、 

幅館卓哉（44期専)、村上武(18期準)、小川悟、中島寛司の8名。(敬称略) 

定刻正午に墓前に集い、参拝のあと中子さんのお元気な般若心経に導かれ、院歌 長江の水 嵐吹け吹け 桃

李の吹雪 愛大逍遥歌など献じ、お墓を後に。いつもの本殿前の階段にて記念撮影。庫裏に移り、ビールで献杯、

お寿司をいただき、しばしの歓談。 

2016年は、荒尾先生の没後120年になり、改めて荒尾先生の顕彰法要をしたいと、皆さんのご賛同をいただきま

した。来年は、愛知大学の創立70周年にもあたります。 

 

参列者：（後ろ左から）中島寛司、村上武(18期準)、小川千尋、小川悟、 

（前左から）藤田佳久（愛知大学名誉教授）、中子良吉(44期予)、小崎昌業(42期)、関谷賢三(44期予)、の

８名(敬称略) 
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東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
活
動
レ
ポ
ー
ト 

❶
愛
知
大
学
公
館
１
０
０
年
物
語
』 

出
版
記
念
講
演
会
を
開
催 

６
月
28
日
、
精
文
館
書
店
豊
橋
本
店
に
て
『
愛
知
大
学
公
館
１
０
０
年
物
語
―
旧
陸

軍
第
15
師
団
長
官
舎
か
ら
「
知
の
サ
ロ
ン
」
へ
―
』（
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学
記

念
セ
ン
タ
ー
編
、
２
０
１
５
年
３
月
、
株
式
会
社
あ
る
む
刊
）
出
版
記
念
講
演
会
を
開
催

し
ま
し
た
（
主
催:

株
式
会
社
精
文
館
書
店
、
共
催:

株
式
会
社
あ
る
む
、
愛
知
大
学
東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
）
。 

 

愛
知
大
学
公
館
と
は
、
１
９
１
２
（
明
治
45
）
年
に
旧
陸
軍
第
15
師
団
長
官
舎
と
し

て
建
設
さ
れ
、
そ
の
後
、
陸
軍
教
導
学
校
、
陸
軍
予
備
士
官
学
校
校
長
の
官
舎
と
し
て
利

用
さ
れ
た
木
造
平
屋
建
て
の
和
洋
館
併
設
の
建
物
で
す
。
戦
後
は
、
愛
知
大
学
学
長
や
学

部
長
の
住
宅
、
外
来
講
師
の
宿
舎
と
し
て
80
年
代
後
半
ま
で
利
用
さ
れ
、
現
在
も
創
建

当
時
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。
２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
に
は
豊
橋
市
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

出
版
記
念
講
演
会
で
は
、
３
名
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 ◆
講
演
１
．
「
軍
都
豊
橋
と
旧
陸
軍
第
15
師
団
長
官
舎
」 

藤
田
佳
久
氏
（
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ー
・
本
学
名
誉
教
授
） 

◆
講
演
２
．
「
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
の
愛
大
公
館
・
物
語
」 

新
村
猛
氏
（
東
松
照
明
か
ら
学
ぶ
寺
子
屋
写
真
教
室
主
宰
、 

公
益
財
団
法
人
日
本
写
真
家
協
会
会
員
） 

◆
講
演
３
．
「
愛
知
大
学
公
館
と
愛
知
大
学
記
念
館
」 

田
辺
勝
巳
氏
（
愛
知
大
学
豊
橋
研
究
支
援
課
長
） 

 

ま
た
、
開
催
に
先
立
ち
、
６
月
12
日
か
ら
７
月
12
日
の
期
間
、
同
書
店
１
・
２
階
階

段
エ
リ
ア
に
て
「
『
愛
知
大
学
公
館
１
０
０
年
物
語
』
出
版
記
念 

写
真
パ
ネ
ル
展
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
書
籍
に
掲
載
し
た
中
か
ら
の
選
り
す
ぐ
り
の
写
真
の
ほ
か
、
未
公
開
分
を

あ
わ
せ
て
16
点
展
示
し
、
来
店
さ
れ
た
多
く
の
方
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
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❷
松
本
展
示
会
・講
演
会
を
開
催 

10
月
１
日
か
ら
４
日
ま
で
の
４
日
間
、 

長
野
県
の
松
本
市
美
術
館
に
て
、
愛
知
大
学

東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
主
催
／
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤

形
成
支
援
事
業
の
展
示
会
・
講
演
会
「
東
亜
同
文
書
院
大
学
か
ら
愛
知
大
学
へ
」
を
開
催

し
ま
し
た
。 

こ
の
展
示
会
・
講
演
会
は
毎
年
開
催
し
て
い
る
事
業
で
、
歴
史
的
資
料
や
写
真
、
関
係

者
の
講
演
を
通
じ
て
、
本
学
そ
し
て
本
学
と
関
わ
り
の
深
い
東
亜
同
文
書
院
へ
の
関
心

と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
に
横
浜
、
東
京
、
弘
前
、
神
戸
、
シ
カ
ゴ
、
京
都
、
米
沢
、
名
古
屋
、
富
山
、

沖
縄
、
長
崎
、
岐
阜
、
広
島
で
の
実
績
が
あ
り
、
15
回
目
と
な
る
今
回
は
、
長
野
県
松

本
市
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
松
本
市
は
、
本
学
第
３
代
学
長
で
あ
る
小
岩
井
淨
の
ゆ

か
り
あ
る
地
で
す
。
展
示
会
場
で
は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
と
愛
知
大
学
に
関
す
る
展
示

の
ほ
か
、
小
岩
井
淨
の
生
い
立
ち
か
ら
ご
当
地
と
の
つ
な
が
り
、
そ
の
ほ
か
各
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
紹
介
し
た
特
設
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
市
民
の
方
々
に
東
亜
同
文
書
院
と
本
学

が
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
致
し
ま
し
た
。 

期
間
中
の
来
場
者
数
は
、
延
べ
２
２
０
名
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
講
演
会
で
は
、
松
本
市

文
書
館
前
館
長
の
小
松
芳
郎
氏
を
は
じ
め
、
３
講
演
を
行
い
ま
し
た
。 

 ◆
講
演
１
．
「
小
岩
井
先
生
と
松
本
」 

小
松
芳
郎
氏
（
松
本
市
文
書
館
特
別
専
門
員
、
前
同
館
館
長
） 

 

◆
講
演
２
．
「
小
岩
井
先
生
と
の
思
い
出
」 

可
児
光
治
氏
（
愛
知
大
学
文
学
部
文
学
科
（
昭
和
３３
年
）
卒
、
元
東
邦
高
校
教
諭
） 

祖
父
江
哲
一
氏
（
愛
知
大
学
法
経
学
部
経
済
学
科
（
昭
和
37

年
）
卒
、
松
本
革
新 

 
 

 

懇
代
表
世
話
人
、
松
本
市
歴
史
の
里
あ
ゆ
み
の
会
（
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

熊
谷
達
三
氏
（
愛
知
大
学
法
経
学
部
経
済
学
科
（
昭
和
３１
年
）
卒
、 

元
ト
ー
ワ
物
産
株
式
会
社
取
締
役
名
古
屋
事
業
所
長
） 

◆
講
演
３
．
「
東
亜
同
文
書
院
大
学
か
ら
愛
知
大
学
へ
～
小
岩
井
淨
と
本
間
喜
一
～
」 

三
好
章
氏
（
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
長
・
現
代
中
国
学
部
教
授
） 

 

ま
た
、
展
示
会
・
講
演
会
に
先
立
ち
、
９
月
９
日
か
ら
30
日
の
間
、
あ
が
た
の
森
文

化
会
館
（
旧
松
本
高
等
学
校
）
の
復
元
校
長
室
に
て
「
先
行
パ
ネ
ル
展
」
を
開
催
し
ま
し

た
。
旧
松
本
高
等
学
校
復
元
校
長
室
を
初
め
て
展
示
利
用
に
許
可
さ
れ
た
当
セ
ン
タ
ー

に
と
っ
て
、
数
百
名
の
来
場
者
の
方
々
に
本
学
の
ル
ー
ツ
と
小
岩
井
淨
を
知
っ
て
も
ら

え
た
意
義
あ
る
催
し
と
な
り
ま
し
た
。 
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❸
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

「東
亜
同
文
書
院
の
中
国
研
究
―
そ
の
現
代
的
意
味
」を
開
催 

12
月
６
日
（
日
）
、
愛
知
大
学
豊
橋
校
舎
研
究
館
会
議
室
に
お
い
て
愛
知
大
学
東
亜
同

文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
主
催
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
日
中
関
係
史
の
中
の

ア
ジ
ア
主
義
―
東
亜
同
文
書
院
と
東
亜
同
文
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
三
好
章 

東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
長
の
開
会
挨
拶
、
馬
場
毅 

名
誉
教
授
の
趣
旨
説
明
に
続

き
５
名
の
発
表
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

第
１
報
告
は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
・
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
の
野
口
武
氏

が
「
明
治
中
期
の
貿
易
活
動
に
お
け
る
日
清
貿
易
研
究
所
の
位
置
」
と
い
う
題
で
発
表
し

ま
し
た
。
１
８
９
０
年
に
日
清
貿
易
研
究
所
を
設
立
し
た
荒
尾
精
が
、
漢
口
楽
善
堂
を
経

営
し
た
時
期
（
１
８
８
６
～
１
８
８
９
年
）
を
中
心
に
、
漢
口
楽
善
堂
は
中
国
商
人
と
商

業
取
引
を
行
う
一
方
で
、
日
本
の
阪
神
京
浜
貿
易
商
社
と
の
間
で
委
託
販
売
を
行
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
委
託
販
売
の
背
後
に
町
田
実
一
漢
口
領
事
に
よ
る
農
商
務
省
へ

の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
明
治
初
期
の
大
阪
・
関
西
経
済
の
状
況
や
、
荒
尾

が
中
国
渡
航
前
に
軍
人
と
し
て
赴
任
し
た
熊
本
の
権
力
構
造
や
経
済
策
な
ど
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
詳
細
に
述
べ
ま
し
た
。 

第
２
報
告
は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
の
武
井
義
和
研
究
員
が
「
山
田
純

三
郎
の
孫
文
支
援
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
で
、
１
９
１
０
年
代
か
ら
１
９
２
５
年
孫
文
逝

去
直
前
ま
で
の
時
期
に
、
山
田
純
三
郎
が
行
っ
た
孫
文
へ
の
財
政
的
支
援
活
動
の
流
れ

と
、
そ
う
し
た
活
動
に
お
い
て
山
田
が
関
わ
っ
た
人
間
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
ま

し
た
。
そ
れ
ら
を
考
え
る
場
合
、
１
９
２
１
年
の
「
中
日
組
合
規
約
」
へ
の
山
田
の
関
与

が
、
彼
の
活
動
を
考
え
る
上
で

1

つ
の
転
換
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
も
な

さ
れ
ま
し
た
。 

第
３
報
告
は
、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
の
李
長
莉
研
究
員
が
「
宮
崎
滔
天
と

孫
中
山
広
州
非
常
政
府
の
対
日
外
交
―
何
天
炯
が
宮
崎
滔
天
に
宛
て
た
書
簡
を
中
心
に
」

と
い
う
題
で
、
孫
文
と
共
に
革
命
に
奔
走
し
た
何
天
炯
が
、
１
９
２
０
年
か
ら
22
年 

に

か
け
て
日
本
の
友
人
で
あ
る
宮
崎
滔
天
に
宛
て
た
書
簡
を
手
掛
か
り
に
、
孫
文
お
よ
び

広
東
政
府
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し
た
。
孫
文
が
次
第
に
日
本
に
対
す

る
批
判
を
強
め
、
ま
た
日
本
の
中
国
侵
略
が
強
ま
っ
て
い
く
中
で
、
宮
崎
滔
天
は
日
本
政

府
の
そ
う
し
た
方
針
に
反
対
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。 

第
４
報
告
は
馬
場
毅
愛
知
大
学
名
誉
教
授
が
「
大
ア
ジ
ア
主
義
か
ら
「
脱
亜
入
米
」 

へ
」
と
い
う
題
で
、
戦
前
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
と
ア
ジ
ア
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
、
思
想
的
側
面
か
ら
発
表
し
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
の
近
代
日
本
の
「
脱
亜
入
欧
」
下

で
誕
生
し
た
ア
ジ
ア
主
義
が
、
日
中
戦
争
開
始
後
に
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
へ
と
変
化
し
日

本
政
府
の
政
策
と
さ
れ
た
こ
と
、
一
方
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
で
「
脱
亜
入
米
」
が
始

ま
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
主
権
回
復
し
た
日
本
は
冷
戦
体
制
下
で
ア
メ

リ
カ
に
従
属
し
な
が
ら
、
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
含
ま
れ
て
い
た
ア
ジ
ア
の
国
々
と
賠

償
・
準
賠
償
を
通
じ
て
関
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
し
か
し
日
本
は
独
自
の
視
点
や
哲
学
で

ア
ジ
ア
に
向
き
あ
っ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、「
脱
亜
入
米
」
下
の
対
米
従
属
は
今
で
も
進

行
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
今
日
的
な
問
題
点
も
含
め
て
論
じ
ま
し
た
。 

第
５
報
告
は
霞
山
会
研
究
員
の
堀
田
幸
裕
氏
が
「
東
亜
同
文
書
院
の
「
復
活
」
問
題
と

霞
山
会
」
と
い
う
題
で
、
霞
山
会
が
東
亜
同
文
書
院
の
復
活
を
意
識
し
て
、
１
９
６
６
年

に
中
国
科
や
貿
易
科
等
を
置
く
１
年
制
の
各
種
学
校
「
東
亜
学
院
」
を
設
置
し
た
も
の
の
、

運
営
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
に
よ
り
大
学
昇
格
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
１
９
７
５
年
に
各

種
学
校
と
し
て
の
歴
史
を
閉
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
経
緯
が
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。 

 
 

各
報
告
後
の
質
疑

応
答
や
最
後
の
総
合

討
論
で
は
、
フ
ロ
ア
か

ら
質
問
や
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
、活
発
な

議
論
が
展
開
さ
れ
ま

し
た
。
50
名
ほ
ど
の

来
場
者
が
あ
り
、
遠
方

よ
り
東
京
、
岡
山
、
熊

本
か
ら
の
研
究
者
が
、

一
方
で
は
高
校
生
や

本
学
卒
業
生
を
含
め

た
一
般
の
方
が
参
加

さ
れ
、
会
場
は
満
席
に

な
る
ほ
ど
の
盛
況
と

な
り
ま
し
た
。 
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❹
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「海
外
か
ら
の
大
学
引
き
揚
げ
を
め
ぐ
る
問

題
と
そ
の
位
相 

―
東
亜
同
文
書
院
か
ら
愛
知
大
学
へ
の
人
事

的
接
合
性
と
自
国
文
化
へ
の
接
合
―
」を
開
催 

２
０
１
６
年
２
月
21
日
（
日
）
午
後
１
時
か
ら
、
愛
知
大
学
豊
橋
校
舎
本
館
５
階
に

お
い
て
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
海
外

か
ら
の
大
学
引
き
揚
げ
を
め
ぐ
る
問
題
と
そ
の
位
相
―
東
亜
同
文
書
院
大
学
か
ら
愛
知

大
学
へ
の
人
事
的
接
合
性
と
自
国
文
化
へ
の
接
合
―
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

２
０
１
２
年
か
ら
開
始
し
て
い
る
私
立
大
学
戦
略
的
基
盤
形
成
事
業
「
東
亜
同
文
書

院
を
軸
と
し
た
近
代
日
中
関
係
史
の
研
究
」
の
一
環
で
あ
る
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
書

院
か
ら
愛
知
大
学
へ
の
接
合
性
」
グ
ル
ー
プ
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
す
。 

 
 ◆

報
告
１
．「
本
間
喜
一
―
東
亜
同
文
書
院
大
学
・
同
呉
羽
分
校
・
そ
し
て
愛
知
大
学
―
」 

藤
田
佳
久
氏
（
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ー
・
本
学
名
誉
教
授
） 

 

◆
報
告
２
．
「
小
岩
井
淨
と
そ
の
時
代
―
１
９
４
５
年
前
後
を
中
心
に
―
」 

三
好
章
氏
（
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
長
・
現
代
中
国
学
部
教
授
） 

◆
報
告
３
．
「
東
亜
同
文
書
院
大
学
教
員
と
愛
知
大
学
教
員
の
人
事
的
側
面
に
お
け
る 

接
合
性
」 

加
島
大
輔
氏
（
愛
知
大
学
文
学
部
准
教
授
） 

 

◆
報
告
４
．
「
東
亜
同
文
書
院
大
学
か
ら
愛
知
大
学
へ
「
継
承
」
さ
れ
た
も
の
は
何
か 

―
教
員
の
系
譜
か
ら
―
」 

広
中
一
成
氏
（
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
研
究
員
） 

 

◆
報
告
５
．
「
新
中
国
建
国
初
期
の
大
学
再
編 

―
上
海
の
大
同
大
学
の
再
編
を
事
例
と
し
て
―
」 

武
小
燕
氏
（
名
古
屋
経
営
短
期
大
学
講
師
） 

 

◆
報
告
６
．
「
旧
制
愛
知
大
学
予
科
へ
の
転
入
予
科
生
は
４
０
４
人
」 

小
川
悟
氏
（
表
現
技
術
研
究
所
代
表
、
愛
知
大
学
昭
和
３３
年
卒
業
生
） 

 

 

 
 

報
告
に
先
立
ち
、
冒
頭
の
川
井
伸
一
愛
知
大
学
長
の
あ
い
さ
つ
に
続
き
、
今
回
は
神
野

信
郎
氏
に
ご
あ
い
さ
つ
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
神
野
氏
は
愛
知
大
学
名
誉
役
員
と
い
う

称
号
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
長
年
愛
知
大
学
の
理
事
と
し
て
大

学
経
営
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
お
父
上
神
野
太
郎
氏
は
海
外

か
ら
の
大
学
引
き
揚
げ
と
い
う
特
殊
な
事
情
を
理
解
さ
れ
、
創
設
期
の
愛
知
大
学
へ
の

物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
さ
れ
た
方
で
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
神
野
信
郎
氏

の
ご
あ
い
さ
つ
は
、
創
設
期
の
愛
知
大
学
教
員
と
神
野
家
の
つ
な
が
り
の
深
さ
に
も
触

れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

最
初
の
藤
田
報
告
、
次
の
三
好
報
告
は
、
神
野
氏
の
ご
あ
い
さ
つ
と
と
も
に
「
人
物
」

に
中
心
を
当
て
て
い
る
点
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
報

告
は
本
間
喜
一
、
小
岩
井
淨
と
い
う
東
亜
同
文
書
院
大
学
か
ら
引
き
揚
げ
、
愛
知
大
学
設

立
に
奔
走
し
た
人
物
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
、
藤
田
報
告
は
本
間
の
生

い
立
ち
か
ら
の
経
歴
、
ま
た
そ
の
出
身
地
で
あ
る
山
形
県
川
西
町
（
旧
玉
庭
村
）
の
風
土

に
も
触
れ
な
が
ら
そ
の
思
想
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
探
る
も
の
で
し
た
。
本
間
は
そ

の
後
上
京
し
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
「
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
と
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」「
変
化
の

客
観
視
」「
責
任
論
」「
理
性
あ
る
正
義
と
ベ
ー
ス
に
法
哲
学
」
な
ど
の
姿
勢
を
身
に
着
け

た
と
し
ま
す
。
ま
た
、
愛
知
大
学
設
立
に
は
呉
羽
分
校
で
の
大
学
再
編
の
議
論
が
ベ
ー
ス

に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

 

三
好
報
告
も
ま
た
、
小
岩
井
の
生
い
立
ち
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
の
学
歴
の
上
昇
と
と

も
に
見
え
て
き
た
国
家
像
が
小
岩
井
自
身
の
理
想
と
か
け
離
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
で

も
小
岩
井
は
学
歴
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
地
位
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
活
動
し
て
い
く
こ

と
、
し
か
し
結
果
的
に
は
思
想
的
転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
い
わ
ば
小
岩
井
の
挫
折
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
上
海
の
地
で
「
自
由
」
を
経

験
す
る
こ
と
で
「
思
想
的
、
精
神
的
休
養
」
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
期
間
に
知

り
合
っ
た
本
間
と
の
関
係
が
そ
の
後
の
愛
知
大
学
設
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
、

小
岩
井
の
思
想
的
遍
歴
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
「
人
物
」
に
迫
っ
た
報
告
に
続
き
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
、
ま
た
愛
知
大
学
の

教
員
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
た
の
が
次
の
加
島
報
告
、
広
中
報
告
で
す
。
ま
ず
加
島
報
告
で

は
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
、
愛
知
大
学
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
開
設
時
、
創
設
時
の
教
員
層
の

履
歴
分
析
を
通
じ
て
、
両
者
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
書
院
大
学
は

「
実
業
」
性
、
そ
し
て
愛
知
大
学
で
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
教
員
層
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
大
学
の
な
い
土
地
に
新
し
く
そ
れ
を
立
ち
上
げ
る
の
に
役

割
を 
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
愛
知
大
学
創
立
期
に
東
海
地
方
出

身
者
が
増
え
る
こ
と
で
地
縁
が
で
き
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
ま
し

た
。 

 

広
中
報
告
は
、
東
亜
同
文
書
院
か
ら
愛
知
大
学
に
「
継
承
」
さ
れ
た
も
の
を
、
教
員
を
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「
物
差
し
」
に

し
て
検
討
す
る

と
い
う
課
題
に

基
づ
い
た
も
の

で
す
。
１
９
０

０
年
に
根
津
一

に
よ
っ
て
書
か

れ
た
「
興
学
要

旨
」
「
立
教
綱

領
」
が
示
し
た

の
は
、
儒
学
の

思
想
を
根
本
に

し
て
実
学
を
学

ば
せ
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

そ
の
い
わ
ゆ
る
「
根
津
精
神
」
が
、
根
津
の
後
任
と
し
て
倫
理
を
担
当
し
た
山
田
謙
吉
と

そ
の
子
息
・
厚
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
愛
知
大

学
の
教
員
と
も
な
っ
た
斎
伯
守
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。 

さ
ら
に
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
を
深
め
る
た
め
に
最
後
に
二
つ
の
報
告
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
、
武
報
告
は
、
中
国
を
舞
台
と
し
て
、
一
つ
の
大
学
が
国
家
権
力
の
変
動

と
と
も
に
い
か
に
変
容
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
の
変
容
を
推
し
進
め

た
の
は
、
単
に
新
し
い
国
家
権
力
に
よ
る
制
度
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
に
伝
統

的
に
存
在
す
る
文
化
的
側
面
と
、
そ
れ
を
支
持
す
る
学
生
層
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
武
報
告
は
、
そ
う
し
た
圧
力
が
大
学
教
員
層
と
の
軋

轢
を
生
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
し
ま
し
た
。 

小
川
報
告
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
愛
知
大
学
旧
制
予
科
へ
の
転
入

生
は
い
か
な
る
学
校
か
ら
移
動
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
転
入
者

本
人
へ
の
聞
き
取
り
も
含
め
て
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
り
、
書
院
大
学
出
身
者
が
約
４
割
、

そ
れ
以
外
の
学
校
出
身
者
が
約
６
割
と
い
う
量
的
側
面
と
と
も
に
、
具
体
的
な
学
校
名

も
含
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
個
別
情
報
の
積
み
上
げ
」
と
す
る
本
報
告
は
、

愛
知
大
学
の
学
生
に
焦
点
を
あ
て
て
、
基
本
的
な
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
な
っ

て
い
ま
す
。
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❺
Ｊ
Ｒ
さ
わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（Ｊ
Ｒ
東
海
主
催
）が
大
学
記

念
館
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た 

Ｊ
Ｒ
東
海
主
催
の
「
Ｊ
Ｒ
さ
わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
に
）【
「
軍
都
」
と
呼
ば
れ
た
豊

橋
市
の
歴
史
遺
産
を
訪
ね
て
】
と
題
し
た
新
コ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
、
９
月
１９
日(

土)

、
愛

知
大
学
前
駅
が
ス
タ
ー
ト
地
点
と
な
る
歩
行
距
離
約
９
㎞
の
約
３
時
間
コ
ー
ス
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。 

 

初
め
て
豊
橋
校
舎
が
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

コ
ー
ス
と
な
り
、
大
学
記
念
館
が
立
寄
り

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
豊
橋
市
お
よ

び
豊
橋
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
は
、

多
く
の
来
訪
者
を
集
め
る
た
め
に
努
力

な
さ
れ
て
お
り
熱
心
な
オ
フ
ァ
ー
に
よ

り
開
催
が
決
定
し
ま
し
た
。 

 

天
候
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
コ
ー

ス
参
加
者
は
２
，
０
２
０
名
、
大
学
記
念

館
に
は
１
，
２
３
４
名
が
来
館
さ
れ
ま
し

た
。
コ
ー
ス
参
加
者
は
各
自
の
時
間
調
整

に
ま
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
８
時
前

か
ら
学
内
を
歩
か
れ
る
方
が
お
り
、
１４

時
近
く
ま
で
大
学
記
念
館
を
訪
れ
る
方

が
い
ま
し
た
。
地
域
に
開
か
れ
た
愛
知
大

学
と
し
て
、
地
域
貢
献
で
き
た
か
と
思
い

ま
す
。 

 

【
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
“
「
軍
都
」
と
呼
ば
れ

た
豊
橋
市
の
歴
史
遺
産
を
訪
ね
て
”】  

愛
知
大
学
前
駅
→
大
学
記
念
館
（
旧
陸
軍
第
１５
師
団
司
令
部
庁
舎
→
向
山
緑
地
→
豊
橋

公
園
（
歩
兵
第
１８
連
隊
基
地
跡
）
→
豊
橋
市
役
所
→
湊
公
園
（
豊
橋
空
襲
犠
牲
者
追
悼

の
碑
）
→
こ
ど
も
未
来
館
こ
こ
に
こ 

→
豊
橋
駅 

  



愛知大学のルーツ校「東亜同文書院大学」は、1901
（明治34）年に上海に誕生した「東亜同文書院」が発展
し、1939（昭和14）年に大学へ昇格して成立したもので
す。 
当時の東アジアは欧米列強の圧力が清国へ一層強

まる中、日本も危機感を抱いていました。そのような中、
弱体化しつつある清国と提携し、東アジアの安定を図ろう
とする動きが、それまでの欧米指向中心であった日本の
中に新たに芽生えました。 
それをまず具体化したのが、荒尾精による日清間の貿

易をめざし、貿易実務者を養成しようと1890（明治23）
年に上海に開学した日清貿易研究所で、卒業生約90名
を輩出しました。 
しかし、そのあと日清戦争が始まり、荒尾がめざした当

初の目的は達成できませんでした。日清戦争が日本の
勝利におわり、清国への賠償金問題で世論が盛りあがり
をみせたときにも荒尾は、清国への賠償金請求に反対表
明を繰り返しました。また、日清間の貿易発展のための方
策を検討していきました。 
一方、近衞家の筆頭となった近衞篤麿は独学のうえ、

ヨーロッパ留学を経験しました。２度目のヨーロッパ訪問
時にはヨーロッパ列強のアジア戦略情報を知ると、東アジ
アの安定化のためには、日清間での教育、文化交流の必
要性を痛感したのです。そこで、1899（明治32）年、近衞
は帰路、清国に立ち寄り、近代化への改革をめざす実力
者である劉坤一や張之洞の両総督に会い、日清両国学
生を一緒に教育する学校を南京に開設する構想を提案
し、承認を得たのです。 

1900（明治33）年、近衞は両総督との協議により、南
京に「南京同文書院」を開学し、日本人入学生24名は、

清語、英語、商業、政治などを学び始めました。 
「南京同文書院」開学前には、両総督より、南京清国

学生を、南京で教育を受けるよりも日本へすぐに留学さ
せたい、との申し出がありました。近衞は東京自宅に「東
京同文書院」を開設し、受け皿としました。なお、日清両
国学生が一緒に学ぶようになったのはそれより約20年後
のことです。 
「南京同文書院」は設立直後、北清事変によって南京

の危機が高まったため、上海へ移動することとなりました。
近衞は発展を図るべく新たな全国府県費（給付奨学金）
制度を設け、学生募集をし、1901（明治34）年、上海高
昌廟にキャンパスを設置し、「東亜同文書院」に改名しま
した。「東亜同文書院」初代院長には根津一が就任し、
荒尾精が意図した日清間の本格的な貿易実務者を養
成するビジネススクールとして誕生したのです。カリキュラ
ムは、清語、英語の語学と貿易、商業科目を重点的に配
置し、特徴的な科目として、中国国内を主なフィールド
ワーク先とした「大調査旅行」が配置されました。 
根津は、荒尾精と近衞篤麿の意志を受け継ぎ、永く院

長を務めました。根津院長は中国古典をベースにした倫
理学の授業をもち、卒業生がビジネス界で活躍する際の
倫理や徳の必要性の指針を示し、書院生から神様のよう
に尊敬されました。 
「東亜同文書院」は、1945（昭和20）年、敗戦とともに

幕を閉じました。卒業生約5,000名を輩出し、活躍は多
方面にわたります。なお、多くの入学生は府県費生（給付
奨学生）として入学、書院の経営は東亜同文会が担いま
した。のちに、書院の卒業生も同会で活躍しています。 
以上の経緯から、荒尾精、近衞篤麿、根津一は東亜

同文書院を設立した三聖人といわれています。 

愛知大学記念館 

（国の登録有形文化財） 

 

 
 
 

（１
８
５
９-

１
８
９
６
） 

荒
尾 

精 

 
 
 

（
１
８
６
３-

１
９
０
４
） 

近
衞 

篤
麿 

 
 
 

（１
８
６
０-

１
９
２
７
） 

根
津 

一 

東亜同文書院の前身、日清貿易研究所を

上海に開設。 
初代東亜同文会会長 初代東亜同文書院院長 



愛知大学記念館(旧本館) 
1908年 旧陸軍第15師団司令団本部

として竣工 

1946-96年 愛知大学本館として使用 

1998年 文化庁により国の登録有形文

化財に指定 

 

愛知大学は、1946(昭和21年)年、東亜同文書院

大学最後の学長本間喜一や、小岩井浄、神谷龍男、

木田彌三旺はじめとした東亜同文書院大学関係者

が中心となり、愛知県豊橋市長の支援もあり、豊橋市

の旧陸軍士官学校（旧陸軍第15師団）跡地に、当

時、中部地区唯一の法文系大学として創立された。

設立にあたり、吉田茂内閣総理大臣に旧制大学とし

て許可され、日本で第49番目の開学であった。 

愛知大学は、戦後混迷の時代、初代学長林毅陸、

第2・4代本間喜一、第3代小岩井浄らにより礎が作ら

れた。愛知大学の「愛知」は「智＝知を愛する者が集

う」を意味し、設立趣意書には戦後創立された大学と

しては画期的な「国際的な教養と視野をもった人材の

育成」「地域社会への貢献」が明記されている。 

そして、帰国時に上海から持ち帰った東亜同文書

院の学籍簿・成績簿を、愛知大学にて保管している。 

〇 

〇◆車道校舎 

■豊橋校舎 

名古屋校舎 
● 

大学院  

 文学研究科 

文学部 

地域政策学部 

短期大学部 

法学部 

経済学部 

経営学部 

現代中国学部 

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

法科大学院 

大学院 

 法学・経済学・経営学・中国 

 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 



 第１部 東亜同文書院大学から愛知大学へのわが人生 
 
  １．はじめに 
  ２．青島時代 

  ３．水口中学時代 
  ４．東亜同文書院大学への入学 

  ５．東亜同文書院大学での学生生活 
  ６．個人で大旅行 

  ７．書院卒業の外交官 
  ８．学徒動員 

  ９．上海へ引き揚げ 
  10．愛知大学の創設 
  
第２部 東亜同文書院大学から愛知大学へ、 
          そして外交官として世界を巡る 

１．はじめに 
２．東亜同文書院大学の生活 
３．大旅行と先輩たち 
４．在中国公館と先輩たち 

５．学徒動員と軍隊生活 
６．愛知大学の創設 

７．外交官の仕事 
８．霞山会 

 
第３部 東亜同文書院記念基金会受賞時の記録 
 
第４部 “愛知大学の前身” 東亜同文書院大学 

   
  

小崎外交官、世界を巡る 
東亜同文書院大学、愛知大学から各国大使・公使としての軌跡 
 

東亜同文書院大学第４２期生、そして愛知大学第１期生として２つの大学に在籍し、卒業後は外交官として各国で活躍された小崎氏の

ライフヒストリー。本書は一般の方や学生に向けてわかりやすく書かれており、多くの写真を掲載しています。 
 
愛知大学東亜同文書院記念センター 編 

A5判/並製 114頁 ISBN978-4-86333-105-1 C0323 

本体価格 926円＋税 2016年3月30日発行 

発行・販売 株式会社あるむ 
 
ネット書店でも購入できます amazon 紀伊國屋書店 楽天ブックス ブックサービス 

２０１６年１１月１５日、愛知大学は創立７０周年を迎えます。 



 

 

愛
知
大
学
は
１
９
４
６
年
に
中
部
地
方
に
お
い

て
、
初
め
て
の
法
文
系
大
学
と
し
て
愛
知
県
豊
橋

市
に
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
前
身
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
前
、
海
外
に
あ
っ
た
日
本
の
高
等
教
育
機

関
で
あ
り
、
と
り
わ
け
中
国
の
上
海
に
あ
っ
た
東
亜

同
文
書
院
（
の
ち
に
大
学
）
が
中
心
と
な
り
ま
し

た
。 東

亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
は
、
１
９

９
３
年
に
設
立
し
て
以
来
、
本
学
の
「生
み
の
親
」と

も
い
え
る
東
亜
同
文
書
院
大
学
の
総
合
的
研
究

と
、
書
院
を
継
承
し
た
愛
知
大
学
史
の
研
究
を
進

め
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
紀
要
、

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
て
発
表
し
て
き
ま
し
た
。 

 

現
在
は
、
文
部
科
学
省
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「私

立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
」の
採

択
を
受
け
、
２
０
１
２
年
か
ら
５
年
に
わ
た
り
、
５
つ

の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
も
と
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。 

研
究
活
動
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
大
学
記

念
館
に
は
本
学
の
歴
史
な
ど
を
紹
介
す
る
展
示
室

が
あ
り
、
見
学
者
への
案
内
・解
説
も
し
て
い
ま
す
。

来
館
者
数
は
年
間
４
，
０
０
０
名
を
超
え
、
本
学
学

生
の
ほ
か
、
高
校
生
や
国
内
外
か
ら
の
研
究
者
な

ど
、
広
く
来
館
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
来
館
者
の
中

に
は
史
資
料
を
寄
贈
く
だ
さ
る
方
も
お
ら
れ
、
整

理
・保
存
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

セ
ン
タ
ー
事
業
に
賛
同
を
い
た
だ
け
、
東
亜
同
文

書
院
大
学
・愛
知
大
学
に
関
す
る
資
料
等
を
提
供

い
た
だ
け
る
方
は
、
当
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

大
学
記
念
館
／
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー 

連 

絡 

先 

０
５
３
２-

４
７-

４
１
３
９ 

開
館 

時
間 

10
時
～
16
時 

休 

館 

日  

月
・日
・
祝
日
・大
学
が
定
め
る
休
日 

愛知大学東亜同文書院大学記念センター 

[左から]佃センター研究員、野口センターP.D.、藤田名誉教授

（センターフェロー）、田辺豊橋研究支援課長、武井センター研究

員、森センター職員 

スタッフ紹介 
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