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第
28
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式 

第
28
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式
が

２
０
２
２
年
３
月
14
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
28
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
28
回
、
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
功
労
賞
に

殿
岡
晟
子
氏
が
選
ば
れ
ま
し
た
。 

  

〔功
労
賞
受
賞
者
〕 

 

殿
岡 

晟
子 

氏 

 

東
亜
同
文
書
院
大
学
の
学
長
ま
た
愛
知
大
学
の

創
立
者
で
あ
り
、
か
つ
学
長
も
務
め
ら
れ
た
本
間
喜

一
先
生
の
長
女
と
し
て
書
院
卒
業
生
と
愛
知
大
学

お
よ
び
同
卒
業
生
と
の
交
流
を
積
極
的
に
す
す
め

ら
れ
ま
し
た
。 

ま
た
愛
知
大
学
に
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ

ン
タ
ー
設
置
の
際
に
は
本
間
喜
一
先
生
関
係
の
書

院
お
よ
び
愛
大
設
立
関
係
の
多
く
の
資
料
や
展
示

品
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
同
セ
ン
タ
ー
主
催

の
講
演
者
と
し
て
、
ま
た
年
報
へ
の
寄
稿
に
も
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

ま
た
毎
年
秋
の
日
本
寮
歌
祭
に
は
数
多
く
御
出

席
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
書
院
先
覚
や
父
上
の
墓
参

に
も
参
加
さ
れ
墓
参
後
の
直
会
に
は
父
上
の
逸
話

を
紹
介
さ
れ
場
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
い
て
き
ま

し
た
。
書
院
卒
業
生
な
ら
び
に
愛
知
大
学
の
卒
業
生

・
在
校
生
に
寄
り
添
い 

繋
ぎ 
本
間
喜
一
先
生
と
い

う
大
き
な
存
在
を
関
係
者
の
心
の
中
に
映
し
続
け

て
こ
ら
れ
ま
し
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
、
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
大
変
お
忙
し
い
中
、

基
金
会
の
授
賞
式
に
お
出
で
い
た
だ
き
心
よ
り
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
度
は
東
亜
同
文
書
院
記

念
基
金
会
の
功
労
賞
を
殿
岡
晟
子
さ
ん
に
授
与
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ご
案
内
の
通
り
、
殿
岡
様

は
本
間
喜
一
先
生
の
ご
長
女
と
し
て
東
亜
同
文
書

院
、
及
び
愛
知
大
学
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
貢
献
、
支

援
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
授
与

式
で
の
賞
状
の
中
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
本
間
喜

一
先
生
と
い
う
大
き
な
存
在
を
同
窓
会
等
の
関
係

者
の
心
の
中
に
映
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
が
ま
さ
に
的
確
な
表
現
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
殿
岡
様
は
本
間
先
生
を
一
番
身
近
な
存
在
と
し

て
長
年
、
本
間
先
生
と
共
に
生
活
を
さ
れ
ご
覧
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
本
間
先
生
に
関
す
る
色
々
な
ス
ト

ー
リ
ー
を
優
れ
た
記
憶
力
で
同
窓
会
等
の
関
係
者

に
生
き
生
き
と
お
話
を
さ
れ
、
ま
た
記
録
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
も
そ
れ
を
通
し
て
本
間
先
生
の

色
々
な
側
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

が
多
々
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
愛
知
大
学
同
窓
会
の
イ
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ベ
ン
ト
の
場
に
お
い
て
、
ま
た
こ
の
基
金
会
の
授
賞

式
の
場
で
、
さ
ら
に
は
小
平
で
の
本
間
先
生
の
墓
参

の
折
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
殿
岡
様
か
ら
本
間

先
生
の
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伺
っ
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。
ま
た
愛
知
大
学
に
お
き
ま
し
て
は
１
９

９
３
年
に
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
が

創
立
さ
れ
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
は
本
間
喜
一
先
生

の
記
念
室
が
あ
り
ま
す
が
、
本
間
先
生
ゆ
か
り
の

色
々
な
貴
重
な
遺
品
を
殿
岡
様
か
ら
ご
寄
贈
い
た

だ
き
、
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

私
が
今
で
も
よ
く
憶
え
て
い
ま
す
が
、
本
間
先
生

の
墓
参
の
後
の
懇
談
の
席
で
し
た
か
、
話
題
は
当
然

本
間
先
生
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
間
先
生
と
田
中

耕
太
郎
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
記

憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
自
身
、
田
中
耕
太
郎
は
以
前

か
ら
知
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
私
は
、

か
つ
て
中
国
近
現
代
に
お
け
る
中
国
会
社
法
の
歴

史
的
変
遷
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

中
華
民
国
の
蒋
介
石
政
権
が
１
９
２
９
年
に
会
社

法
を
制
定
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
商
法
の
専
門
家
で

あ
る
田
中
耕
太
郎
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
的
な
役
割
を

果
た
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
記
録
で
読
ん

だ
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
、
本
間
先
生
と
田
中

耕
太
郎
と
の
間
に
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
後
で
も
ご
紹
介
が
あ
る
か
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
第
一
高
等
学
校
、
及
び
東

京
帝
大
の
法
学
部
に
お
い
て
二
人
は
同
級
生
で
あ

っ
て
、
お
互
い
に
良
き
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
勉
強
し
合

っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
共
に
極
め
て
優
秀
な
学
生
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
田
中
耕
太
郎

は
高
等
文
官
の
試
験
、
行
政
科
の
２
次
試
験
で
す
が
、

在
学
中
に
首
席
で
合
格
し
ま
し
た
。
卒
業
式
で
は
卒

業
生
の
首
席
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
他
方
、
本
間
先
生
は
今
で
い

う
司
法
試
験
で
し
ょ
う
か
ね
。
判
事
・
検
事
採
用
の

試
験
に
お
い
て
首
席
で
合
格
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
を
含
め
て
学
生
時
代
、
お
互
い
に
親
し
い
関
係
を

結
び
勉
学
に
励
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い

て
殿
岡
様
か
ら
お
話
を
伺
い
と
て
も
印
象
的
で
し

た
。 何

故
こ
の
こ
と
が
重
要
な
の
か
は
、
そ
の
後
の
展

開
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ご
案
内
の
と
お
り
、
東
亜
同

文
書
院
が
戦
争
後
そ
の
歴
史
を
閉
じ
て
、
そ
の
後
継

の
教
育
機
関
と
し
て
本
間
先
生
は
愛
知
大
学
設
立

に
奔
走
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
１
９
４
６
年
に

設
立
申
請
書
を
行
政
側
の
文
部
省
に
提
出
す
る
必

要
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た

ま
そ
の
時
の
文
部
大
臣
と
し
て
田
中
耕
太
郎
が
就

任
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
愛
知
大
学
が

設
立
さ
れ
た
の
は
色
々
な
関
係
者
の
ご
努
力
、
ご
支

援
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す
。
当
時
、
愛

知
大
学
は
旧
制
大
学
の
一
校
と
し
て
今
か
ら
す
れ

ば
極
め
て
短
期
間
で
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
２
人
の
親
し
い
繋

が
り
が
多
少
と
も
貢
献
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像
し
て
い
ま
す
。
本
間
先
生
と
田
中
耕
太
郎
と
の
間

に
は
も
う
１
回
接
触
す
る
時
期
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本

間
先
生
は
大
学
創
立
の
翌
年
の
１
９
４
７
年
、
恩
師

で
あ
る
三
渕
最
高
裁
長
官
か
ら
請
わ
れ
て
最
高
裁

判
所
に
転
出
し
事
務
総
長
と
い
う
要
職
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
在
任
の
最
後
の
段
階
に
お
き
ま
し

て
、
三
渕
最
高
裁
長
官
が
辞
任
し
、
次
の
最
高
裁
長

官
に
就
任
し
た
の
が
田
中
耕
太
郎
で
し
た
。
田
中
は

本
間
先
生
が
引
き
続
き
事
務
総
長
に
留
ま
る
よ
う

慰
留
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
本
間
先
生
が
事
務
総
長
を

辞
し
愛
知
大
学
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
事
務
総
長
重
任

を
要
請
に
豊
橋
に
や
っ
て
来
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
お

二
人
の
密
接
な
関
係
、
と
く
に
田
中
耕
太
郎
の
本
間

先
生
へ
の
強
い
期
待
が
伺
わ
れ
ま
す
。
田
中
耕
太
郎

は
そ
の
後
１
９
５
０
年
代
、
10
年
間
に
わ
た
り
最
高

裁
長
官
を
勤
め
、
そ
の
後
、
１
９
６
０
年
代
に
は
オ

ラ
ン
ダ
に
あ
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
事
を
勤
め

ま
し
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
司
法
、
行
政
の
分
野
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
間

先
生
は
お
そ
ら
く
田
中
耕
太
郎
と
の
関
係
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
多
く
の
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広

く
お
持
ち
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
の
ご
と
を
進
め
る
う

え
で
の
大
き
な
強
み
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
の
１
つ
の
典
型
例
と

し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

殿
岡
様
は
こ
の
間
、
大
学
同
窓
会
や
大
学
関
係
者
、
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霞
山
会
の
関
係
者
等
に
対
し
て
東
亜
同
文
書
院
大

学
及
び
愛
知
大
学
時
代
の
本
間
喜
一
先
生
の
有
り

様
に
つ
い
て
生
き
生
き
と
お
話
を
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
は
極
め
て
大
き
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
本
間
喜
一
先
生
に
つ
い
て
は

文
献
を
通
し
て
研
究
が
進
ん
で
き
て
お
り
ま
す
。
引

き
続
い
て
本
間
先
生
の
研
究
に
つ
い
て
は
継
続
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、
愛
大
の
東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
も
そ
の
面
で
積
極

的
な
役
割
を
引
き
続
き
果
た
し
て
も
ら
い
た
い
と

期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
本
間
先
生
の

考
え
や
行
動
、
歴
史
的
な
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
の
貴

重
な
情
報
の
提
供
者
と
し
て
殿
岡
様
は
大
き
な
貢

献
さ
れ
た
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
殿
岡
様
に
は
改
め
ま
し

て
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

は
私
の
挨
拶
は
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〔功
労
賞
祝
辞
〕 

 

阿
部 

純
一
氏
（
霞
山
会
理
事
長
） 

 

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
霞
山
会
の
阿
部
で
ご
ざ
い

ま
す
。
毎
年
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
東
亜
同
文
書
院

記
念
基
金
会
と
の
授
賞
式
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
一
昨

年
は
コ
ロ
ナ
で
中
止
に
な
り
ま
し
た
が
、
昨
年
と
今

年
は
こ
う
し
て
対
面
で
実
現
で
き
た
こ
と
を
非
常

に
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
会
は
霞
山
会
と

愛
知
大
学
と
の
接
点
と
な
る
非
常
に
重
要
な
会
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
当
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
非
常
に

重
視
し
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

い
つ
も
感
心
す
る
の
は
東
亜
同
文
書
院
の
流
れ

を
汲
ん
だ
愛
知
大
学
は
、
偉
大
な
方
々
を
輩
出
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

霞
山
会
は
１
９
４
８
年
に
東
亜
同
文
会
の
遺
志

を
引
き
継
い
で
再
出
発
し
て
か
ら
か
な
り
規
模
を

縮
小
し
て
今
日
に
至
っ
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
そ

う
し
た
点
で
愛
知
大
学
の
活
動
に
は
い
つ
も
羨
望

の
眼
を
持
っ
て
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
会
合
が
持
て
ま
す
の
も
、
愛
知
大

学
の
川
井
学
長
・
理
事
長
を
は
じ
め
、
事
務
局
の

方
々
の
御
尽
力
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

改
め
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
日
、
受
賞
の
名
に
服
さ
れ
ま
し
た
の
が
殿
岡
晟

子
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
で
に
川
井
学
長
の
ご
紹
介

に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
愛
知
大
学
の
創
設
者
、

本
間
喜
一
名
誉
学
長
の
ご
令
嬢
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

滬
友
会
や
愛
知
大
学
同
窓
会
、
そ
れ
に
関
連
し
た
催

事
、
会
合
に
非
常
に
熱
心
に
参
加
さ
れ
、
場
を
盛
り

上
げ
る
上
で
大
い
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
愛
知
大
学
豊
橋
キ
ャ
ン
パ
ス
に

ご
ざ
い
ま
す
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー

に
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
本
間
名
誉
会
長
の
展
示

室
に
展
示
さ
れ
て
い
る
多
く
の
遺
品
は
、
殿
岡
様
が

ご
提
供
さ
れ
た
も
の
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
川
井
学

長
の
ご
紹
介
の
中
で
も
少
し
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま

す
が
、
殿
岡
晟
子
様
は
幼
少
よ
り
占
い
を
学
ん
で
こ

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
本
間
名
誉
学
長
の
幅
広
い
学
識

を
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
流
企
業
の
経
営
者
か

ら
非
常
に
厚
い
信
頼
を
得
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と

で
し
た
。
そ
の
占
い
は
「
渋
谷
の
母
」
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
占
術
と
い
う
方
法
を

使
っ
て
現
代
の
悩
め
る
人
々
に
寄
り
添
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
占
い
を
ご
専
門
に
さ
れ
て
い
る
方
で

す
か
ら
今
の
コ
ロ
ナ
の
状
況
、
日
本
の
将
来
は
ど
う

な
る
の
か
。
あ
る
い
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
す
ね
。

こ
の
帰
趨
は
ど
う
な
る
の
か
。
台
湾
海
峡
の
緊
張
は

ど
う
な
る
の
か
。
占
い
で
見
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が

い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
伺
い
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。 

最
後
に
受
賞
者
の
殿
岡
さ
ん
を
は
じ
め
、
本
日
ご

出
席
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
し
て
粗
末
な
ご
挨
拶
か
と
存
じ
ま
す
け
れ

ど
も
、
お
祝
い
の
言
葉
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
本
日
は
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 
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中
島 
寛
司
氏 

 
 

中
島
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
殿
岡
晟
子
（
あ

き
こ
）
さ
ん
の
推
薦
の
辞
の
前
に
本
間
先
生
と
東
亜

同
文
書
院
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
、
終
戦
で
引

き
揚
げ
て
愛
知
大
学
が
で
き
る
ま
で
の
お
話
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

先
ほ
ど
川
井
学
長
の
方
か
ら
触
れ
ら
れ
た
点
に

つ
い
て
多
少
重
複
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、

お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

何
度
も
触
れ
ま
す
よ
う
に
本
間
先
生
は
東
亜
同

文
書
院
大
学
の
最
後
の
学
長
さ
ん
で
す
。
愛
知
大
学

が
１
９
４
６
年
11
月
15
日
に
創
立
で
す
が
、
そ
の

前
に
文
科
省
か
ら
仮
の
認
可
と
い
う
の
が
出
て
い 

 
 
 
 

ま
す
。
正
式
に
は
11
月
15
日
、
こ
れ
が
現
在
大
学
の

創
立
記
念
日
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
の
総
理

大
臣
が
吉
田
茂
。
文
部
大
臣
が
先
ほ
ど
か
ら
お
話
に

出
て
い
る
田
中
耕
太
郎
さ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
こ 

と
で
、
縁
が
あ
っ
て
早
く
認
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

当
時
、
開
学
に
つ
い
て
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
絡
ん
で
お
り

愛
知
大
学
の
開
学
に
つ
い
て
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
関
与
と

い
う
か
、
妨
害
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
の
も
絡
ん
で

お
り
ま
す
。
東
亜
同
文
会
が
解
散
と
い
う
か
、
活
動

停
止
に
追
い
や
ら
れ
た
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ

ん
な
吉
田
さ
ん
と
田
中
さ
ん
の
理
解
と
い
う
か
、
そ

う
い
う
関
係
で
ス
ム
ー
ズ
に
認
可
が
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
聞
き
ま
す
。
吉
田
さ
ん
は
外
務
省
に
い
て

南
京
の
領
事
館
に
居
た
時
に
書
院
を
訪
問
し
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
関
係
で
愛
知
大
学
創
立
に
は
理

解
が
あ
っ
た
の
で
は
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。 

大
学
を
作
る
時
に
は
校
舎
だ
と
か
色
ん
な
備
品

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
校
舎
は
豊
橋
の
旧
陸
軍
第
１５

師
団
司
令
部
の
建
物
を
使
う
。
後
に
購
入
す
る
わ
け

で
す
。
そ
の
他
、
本
、
備
品
な
ど
が
必
要
に
な
る
わ

け
で
す
。
そ
の
中
に
東
亜
同
文
会
所
有
の
霞
山
文
庫

３
万
５
千
冊
。
１
９
４
６
年
12
月
に
当
会
等
の
間
で

締
結
さ
れ
た
保
管
、
利
用
契
約
に
基
づ
き
東
京
か
ら

運
び
込
ま
れ
て
図
書
館
が
充
実
を
し
ま
し
た
。
現
在

も
豊
橋
図
書
館
の
５
階
に
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

東
亜
同
文
書
院
の
卒
業
の
年
次
に
５
、
６
名
の
チ

ー
ム
を
組
ん
で
広
範
囲
の
大
旅
行
を
し
て
お
り
ま

す
。
コ
ー
ス
と
し
て
は
７
０
０
位
で
あ
る
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。
大
旅
行
記
の
記
録
を
当
時
、
３
部
作
っ

て
１
部
は
東
亜
同
文
会
へ
。
１
部
は
外
務
省
へ
。
１

部
は
上
海
の
大
学
の
方
へ
置
い
て
い
ま
し
た
。
終
戦

の
時
に
上
海
の
大
学
の
分
は
北
京
国
家
図
書
館
の

方
へ
接
収
さ
れ
て
、
現
在
も
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
亜
同
文
会
の
方
へ
送
ら
れ
た
分
が
愛
知
大
学
の

方
へ
寄
贈
さ
れ
、
同
じ
く
豊
橋
図
書
館
の
５
階
の
空

調
付
き
の
部
屋
に
保
管
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
北
京

の
国
家
図
書
館
の
分
に
つ
い
て
は
完
全
復
刻
さ
れ

て
出
版
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
愛
知
大
学
の
東
京
事

務
所
の
方
に
そ
の
復
刻
版
が
ど
う
い
う
わ
け
か
全

部
は
な
く
て
20
巻
ぐ
ら
い
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
見
る
と
20
歳
前
後
の
人
が
書
い
た
に
し
て
は

と
言
う
と
失
礼
で
す
け
ど
も
、
非
常
に
文
章
も
し
っ

か
り
し
て
い
る
し
、
見
方
も
し
っ
か
り
し
て
い
て
こ

う
い
っ
た
調
査
旅
行
の
記
録
と
い
う
も
の
は
世
界

的
に
見
て
も
珍
し
い
と
い
う
か
、
尊
い
と
い
う
か
色

ん
な
手
本
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て

お
り
ま
す
。 

終
戦
の
た
め
に
本
間
先
生
や
職
員
と
か
学
生
が

上
海
に
帰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
校
舎
と
か
宿
舎

は
全
部
、
中
国
当
局
に
接
収
さ
れ
て
使
え
な
く
な
っ

て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
色
ん
な
関
係
が
あ
っ
た
人
を

通
じ
て
居
場
所
を
確
保
し
た
と
。
帰
国
す
る
ま
で
相

当
期
間
が
か
か
り
ま
し
た
け
ど
、
そ
の
間
の
費
用
を

捻
出
す
る
の
に
ど
う
し
た
か
。
こ
れ
は
前
の
同
文
書

院
の
敷
地
の
売
却
だ
と
か
、
あ
る
も
の
を
物
に
代
え

て
、
金
塊
に
代
え
て
、
車
も
外
車
な
ん
か
も
買
っ
た

ら
し
い
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
こ
と
に
し
て
必
要
な

時
に
現
金
に
換
え
た
と
。
そ
れ
ら
の
保
管
管
理
を
本

間
先
生
の
一
ツ
橋
大
学
時
代
の
信
用
の
お
け
る
ゼ

ミ
生
に
預
け
た
と
。
必
要
に
応
じ
て
現
金
に
換
え
て

も
ら
っ
た
と
。
イ
ン
フ
レ
の
恐
ろ
し
さ
を
、
ド
イ
ツ

留
学
時
に
体
験
し
た
本
間
先
生
が
、
そ
の
時
に
応
用

し
た
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
。 
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帰
国
の
際
は
ま
と
ま
っ
て
帰
る
と
い
う
ふ
う
に

な
っ
て
持
ち
物
に
制
限
が
あ
り
各
自
２
箱
ぐ
ら
い

に
し
て
帰
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
成
績

簿
、
学
籍
簿
を
完
全
な
形
で
持
ち
帰
り
今
も
豊
橋
の

方
に
保
管
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
海
外
に
あ
っ
た
大

学
、
教
育
機
関
で
完
全
な
形
で
学
籍
簿
や
成
績
簿
が

残
っ
て
い
る
所
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
で
も
書

院
の
本
人
が
申
請
す
れ
ば
成
績
表
を
発
行
し
て
く

れ
ま
す
。
料
金
は
幾
ら
位
だ
っ
た
で
す
か
ね
。
２
０

０
円
か
３
０
０
円
か
。 

書
院
の
創
立
１
０
０
周
年
の
時
に
豊
橋
と
当
時

の
三
好
校
舎
を
見
学
に
回
っ
た
時
に
一
緒
に
来
た

ご
家
族
の
方
に
書
院
卒
で
あ
る
ご
主
人
が
、
自
分
は

非
常
に
成
績
が
良
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
自
慢
を

し
て
お
る
と
、
本
当
で
し
ょ
う
か
と
相
談
さ
れ
ま
し

た
。
良
く
な
い
こ
と
で
す
け
ど
も
、
教
務
課
に
頼
ん

で
発
行
し
て
送
っ
て
貰
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
送

っ
て
も
ら
う
の
が
自
宅
じ
ゃ
ま
ず
い
の
で
、
妹
さ
ん

か
誰
か
の
家
に
送
っ
た
と
。
そ
の
中
身
を
見
て
確
か

に
ご
主
人
が
言
っ
て
る
通
り
成
績
が
良
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
惚
れ
直
し
ま
し
た
と
い
う
話
を
聞
き

ま
し
た
。
皆
、
優
秀
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
も
。

大
学
の
場
合
は
頭
が
良
く
て
も
点
数
に
こ
だ
わ
ら

ず
に
自
由
に
生
活
し
て
お
っ
た
人
も
い
ま
す
か
ら
。

そ
の
辺
り
は
ご
本
人
の
言
動
が
一
致
し
て
お
っ
た

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

長
く
な
り
ま
し
た
け
ど
も
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
当

時
の
東
亜
同
文
会
の
方
か
ら
色
ん
な
ご
支
援
を
受

け
て
、
愛
知
大
学
が
創
立
発
足
で
き
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

そ
れ
で
は
遅
れ
ま
し
た
が
、
殿
岡
晟
子
さ
ん
に
つ

い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
前

か
ら
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
間
先
生
の
長
女
で
あ

り
ま
す
。
お
兄
さ
ん
が
２
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

殿
岡
晟
子
さ
ん
の
旦
那
さ
ん
は
書
院
45
期
の
殿
岡

昭
さ
ん
で
す
。
旧
制
の
愛
知
大
学
に
編
入
し
昭
和
25

年
に
卒
業
し
て
い
ま
す
。 

私
は
愛
大
に
入
っ
た
の
は
昭
和
29
年
、
卒
業
は
昭

和
33
年
。
在
学
中
と
か
社
会
に
出
て
も
在
職
中
に
は

殿
岡
昭
さ
ん
や
晟
子
さ
ん
と
の
面
識
は
全
然
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
滬
友
会
の
皆
さ
ん
と
色

ん
な
お
付
き
合
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

滬
友
会
の
お
付
き
合
い
と
い
う
の
は
春
と
秋
に

行
う
滬
友
ゴ
ル
フ
会
。
そ
れ
か
ら
根
津
先
覚
の
春
の

桜
花
忌
。
命
日
の
２
月
で
す
が
寒
い
の
で
、
関
東
の

場
合
は
初
夏
の
頃
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
４
月

上
旬
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
荒
尾
先
覚
の
場
合
は
全

生
庵
で
命
日
の
10
月
下
旬
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

（
故
）
近
衞
通
隆
会
長
さ
ん
は
ゴ
ル
フ
が
非
常
に

お
上
手
で
、
春
秋
の
滬
友
ゴ
ル
フ
会
も
ほ
と
ん
ど
出

て
参
り
ま
し
た
。
成
績
は
い
つ
も
上
位
で
し
た
。
私

も
た
ま
た
ま
近
衞
さ
ん
と
、
春
の
ゴ
ル
フ
会
で
回
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
し

よ
う
と
思
っ
て
プ
レ
ー
し
て
い
た
の
で
す
が
下
手

は
下
手
、
「
ゴ
ル
フ
な
ん
て
あ
ん
ま
り
力
を
入
れ
ん

で
も
飛
ぶ
ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
今
も
思

い
だ
し
ま
す
。 

滬
友
会
の
皆
さ
ん
と
中
国
に
親
善
ゴ
ル
フ
に
行

っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
団
長
が
近
衞
さ
ん
、
秘
書

長
が
42
期
の
小
崎
さ
ん
で
し
た
。
私
は
連
絡
係
と
し

て
参
加
し
ま
し
た
。
中
国
で
は
ゴ
ル
フ
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
、
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
我
が
方
か
ら
ク
レ
ー

ム
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
懇
親
会
は
楽
し
い
も
の
で

し
た
。 

愛
知
大
学
現
代
中
国
学
部
は
先
ほ
ど
の
書
院
の

大
旅
行
に
ち
な
ん
で
、
中
国
の
大
学
・
機
関
と
愛
大

の
中
国
学
部
生
が
、
協
働
で
現
地
調
査
を
し
、
終
日

の
発
表
会
、
そ
の
後
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
と
有
意
義
な

一
日
を
体
験
し
ま
し
た
。
発
表
会
の
日
程
を
確
認
し

て
、
５
日
か
ら
７
日
位
の
ツ
ア
ー
を
旅
行
会
社
と
相

談
の
上
、
案
内
状
を
作
り
ま
し
た
。
お
元
気
な
滬
友

会
の
皆
さ
ん
が
大
勢
参
加
し
て
呉
れ
ま
し
た
。
そ
の

時
に
殿
岡
晟
子
さ
ん
は
紅
一
点
と
い
う
こ
と
で
皆

さ
ん
か
ら
非
常
に
大
事
に
さ
れ
ま
し
た
。 

各
地
の
名
所
旧
跡
を
観
光
す
れ
ば
、
中
国
生
活
の

体
験
も
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
親
近
感
も
あ
っ
て
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
。
各
地
の
食
事
も
楽
し
い
。
紹
興
酒
は

予
算
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
５
年
物
に
し
て
い
ま
し

た
が
、
店
員
を
呼
び
、
お
か
わ
り
に
15
年
物
を
持
っ

て
こ
い
と
注
文
さ
れ
る
と
ガ
ク
ッ
と
予
算
が
狂
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
次
か
ら
は
、
５
年
物
を
出
し
て

こ
れ
10
年
物
で
す
！
と
カ
ン
パ
イ
し
た
も
の
で
し

た
。 滬

友
会
と
愛
大
の
同
窓
会
が
一
緒
に
参
加
す
る

行
事
に
寮
歌
祭
が
あ
り
ま
し
た
。
愛
知
大
学
の
場
合

は
旧
制
大
学
で
し
た
か
ら
、
愛
知
大
学
予
科
と
し
て

出
て
お
り
ま
し
た
。
当
初
は
き
っ
か
け
が
な
く
、
参

加
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
書
院
40
期
の
秋
山
征

士
さ
ん
が
推
薦
状
を
書
い
て
い
た
だ
い
て
参
加
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の
日
本
寮
歌
振
興
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会
の
会
長
は
今
日
お
見
え
の
高
井
会
長
が
や
っ
て

お
り
ま
す
。 

各
校
寮
歌
の
高
唱
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
日
比
谷
公

会
堂
の
階
段
に
ず
っ
と
並
ん
で
写
真
を
撮
る
こ
と

に
し
て
い
ま
し
た
。
大
勢
の
書
院
生
が
写
っ
て
い
ま

す
、
今
は
ほ
と
ん
ど
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
け

ど
も
。 

先
ほ
ど
も
学
長
の
方
か
ら
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、

本
間
先
生
の
墓
参
は
大
学
が
主
宰
し
、
同
窓
会
が
執

行
し
て
い
ま
す
。
最
初
は
滬
友
会
の
方
々
が
全
部
や

っ
て
呉
れ
て
お
っ
た
の
で
す
。
滬
友
会
が
解
散
し
た

か
ら
愛
知
大
学
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。 

小
平
霊
園
の
墓
前
に
拝
礼
し
、
皆
で
般
若
心
経
を

唱
え
て
院
歌
、
寮
歌
を
献
じ
、
そ
こ
で
写
真
を
撮
っ

て
、
直
会
の
会
場
に
移
り
、
歓
談
を
す
る
と
。
コ
ロ

ナ
禍
で
２
年
ば
か
り
中
止
に
な
り
ま
し
た
が
。 

そ
の
時
に
学
長
か
ら
も
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
殿

岡
晟
子
さ
ん
が
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
お
父
さ
ん

の
色
ん
な
思
い
出
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
晟
子
さ
ん
は

本
間
先
生
の
学
長
時
代
に
は
秘
書
的
な
役
目
も
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
記
念
セ
ン
タ
ー
の
本
間
先
生
の
展

示
コ
ー
ナ
ー
に
も
積
極
的
な
協
力
を
頂
い
て
お
り

ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
殿
岡
晟
子
さ
ん
は
、
中
国

ツ
ア
ー
、
各
種
の
墓
参
、
寮
歌
祭
、
基
金
会
、
そ
の

他
多
く
の
催
事
に
参
加
さ
れ
、
愛
知
大
学
、
霞
山
会

、
滬
友
会
、
同
窓
会
等
の
交
流
・
発
展
に
多
大
な
貢

献
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
私
の
晟
子
さ

ん
の
功
労
賞
推
薦
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

〔受
賞
挨
拶
〕 

 

殿
岡 

晟
子
氏 

 

本
日
は
、
お
誉
め
の
御
言
葉
を
い
た
だ
き
恐
縮
に

存
じ
ま
す
。
父
本
間
喜
一
が
、
あ
の
世
で
ど
ん
な
に

喜
ん
で
お
り
ま
す
こ
と
か
、
多
分
「
中
国
語
だ
っ
た

ら
（
不
敢

プ

カ

ン

当タ
ン

）
と
云
う
の
だ
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た

事
で
し
ょ
う
。
私
が
愛
知
大
学
の
昔
を
良
く
覚
え
て

い
る
と
、
皆
様
が
云
わ
れ
ま
す
が
、
私
に
と
り
ま
し

て
愛
知
大
学
は
自
分
の
分
身
の
様
に
思
え
る
か
ら

な
の
で
す
。
自
分
の
成
長
の
物
指
に
合
わ
せ
て
、
大

学
の
発
展
を
並
べ
て
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
大
切

な
、
大
切
な
思
い
出
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
す

べ
て
の
記
憶
を
、
高
速
冷
凍
し
必
要
な
時
に
取
り
出

し
て
お
り
ま
す
。 

父
が
上
海
の
東
亜
同
文
書
院
に
参
る
頃
よ
り
私

は
、
本
間
家
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
し
た
。 

終
戦
後
の
物
の
な
い
時
、
豊
橋
に
は
、
そ
れ
な
り

の
食
べ
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
宿
屋
や
ホ
テ
ル
は
ま

ま
な
ら
ず
、
お
米
を
持
参
し
て
参
ら
ね
ば
、
宿
は
と

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
室
数
の
多
く
あ
る
公

館
は
、
日
本
各
地
よ
り
講
義
に
お
い
で
の
、
先
生
方

の
宿
と
な
り
ま
し
た
。
お
手
伝
い
さ
ん
も
お
り
ま
し

た
が
、
や
は
り
父
と
相
談
し
、
先
生
方
の
健
康
第
一

と
考
え
て
、
東
京
を
離
れ
ら
れ
な
い
母
を
残
し
、
私

が
父
の
世
話
を
豊
橋
で
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
学

校
も
現
在
（
東
校
）
と
呼
ば
れ
る
女
学
校
に
転
校
い

た
し
ま
し
た
。 

 

父
は
大
学
の
仕
事
で
、
あ
ち
ら
、
こ
ち
ら
を
駆
け

ず
り
廻
る
生
活
で
し
た
。
そ
の
時
、
一
大
事
件
が
持

ち
上
っ
た
の
で
す
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
に
よ
り
、
日
本

に
、
最
高
裁
判
所
が
出
来
る
事
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
長
官
に
お
成
り
に
な
る
方
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
、

父
が
裁
判
所
に
初
任
官
し
た
時
の
直
属
の
恩
師
で

あ
り
、
人
生
で
一
番
尊
敬
す
る
、
三
淵
忠
彦
先
生
で

し
た
。
そ
し
て
三
淵
先
生
は
「
本
間
君
が
自
分
の
所

で
事
務
総
長
を
引
き
受
け
て
く
れ
ね
ば
、
自
分
は
長

官
を
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
父

は
本
当
に
苦
し
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
幸
運
の
四
葉

の
ク
ロ
ー
バ
ー
は
、
父
の
足
元
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て

お
り
ま
し
た
。
豊
橋
市
よ
り
大
学
の
予
算
に
相
当
す

る
金
子

キ

ン

ス

が
、
い
た
だ
け
る
事
に
な
っ
た
の
で
す
。
当

時
の
市
長
の
お
言
葉
で
す
。「
先
生
、
御
安
心
下
さ
い
。

ど
う
ぞ
日
本
の
た
め
に
最
高
の
裁
判
所
を
作
り
上

げ
て
下
さ
い
。」
父
は
ど
れ
程
う
れ
し
く
、
安
心
し
た

か
判
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
後
の
父
の
働
き
方
を
見
れ

ば
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
は
、「
ア
ン
チ
・
ア
メ
リ
カ
」
と
云

わ
れ
よ
う
が
、
ピ
ス
ト
ル
で
脅
か
さ
れ
よ
う
が
、
父
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は
正
道
を
く
ず
さ
ず
、
歩
ん
で
来
ま
し
た
。
父
は
何

も
残
っ
て
な
い
焼
け
野
原
の
日
本
に
、
新
し
い
裁
判

所
を
作
り
、
全
国
を
自
分
の
目
で
確
か
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
ん
な
例
が
あ
り
ま
す
。
北
海
道
の
あ
る
市
に
到

着
し
た
父
を
迎
え
た
の
は
、
駅
前
に
待
っ
て
い
た
赤

い
色
の
消
防
車
で
し
た
。
市
役
所
の
方
々
が
、
列
を

な
し
て
お
待
ち
で
し
た
。
父
は
困
惑
し
、
も
し
も
、

市
内
に
火
災
で
も
あ
る
と
困
る
か
ら
、
電
車
に
乗
る

と
断
り
ま
し
た
。
ガ
ソ
リ
ン
も
車
も
た
り
な
い
日
本

の
戦
後
の
姿
で
し
た
。 

 

夏
休
み
に
な
る
と
、
父
が
私
を
必
要
だ
か
ら
東
京

に
も
ど
る
様
に
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
私
は
女
子
学

院
に
復
学
い
た
し
ま
し
た
。
元
書
院
の
学
生
で
、
当

時
愛
知
大
学
生
だ
っ
た
、
大
野
一
石
さ
ん
の
母
上
が

公
館
に
来
て
下
さ
り
、
妹
君
２
名
も
同
居
な
さ
る
の

で
、
私
は
安
心
し
て
豊
橋
を
後
に
し
ま
し
た
。
父
は

長
官
の
三
淵
先
生
を
お
守
り
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る

事
に
気
を
く
ば
り
、
長
官
の
お
名
前
に
汚
点
を
つ
け

ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
日
本
の
法
律
を
守
り
ま
し
た
。

長
官
が
亡
く
な
ら
れ
ま
す
と
、
自
分
の
親
友
の
田
中

耕
太
郎
先
生
を
二
代
目
の
長
官
に
す
え
て
、
な
ん
の

未
練
も
な
く
、
豊
橋
に
飛
ん
で
帰
り
ま
し
た
。
も
ち

論
、
そ
ん
な
事
が
出
来
た
の
も
、
自
分
が
全
国
の
裁

判
所
よ
り
、
え
り
抜
い
た
エ
リ
ー
ト
の
方
々
が
事
務

局
に
い
ら
し
た
か
ら
だ
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
父
と
一
緒
に
豊
橋
に
参
り
、
昔
の
父
の
室
で
、

父
の
つ
ぶ
や
き
を
聞
き
な
が
ら
、
先
生
方
の
お
世
話

を
始
め
ま
し
た
。
学
校
屋
の
娘
が
、
出
席
日
数
が
た

り
な
い
な
ど
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
え
。
女
子
学
院

は
千
代
田
区
麹
町
に
あ
り
ま
す
。
母
方
の
女
性
達
が

学
ん
だ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
、
私
で
５
代
目
と

な
り
ま
す
。
週
５
日
制
で
し
た
。
自
分
の
家
と
同
じ

様
に
我
が
儘
が
出
来
ま
し
た
。
ま
だ
フ
ァ
ッ
ク
ス
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
豊
橋
か
ら
急
な
用
事

の
時
や
、
文
部
省
に
と
ど
け
る
書
類
な
ど
、
セ
ー
ラ

ー
服
姿
で
と
ど
け
に
行
き
ま
し
た
。
家
庭
科
だ
け
は
、

先
生
の
助
手
と
し
て
、
天
才
的
な
エ
リ
ー
ト
の
ク
ラ

ス
メ
イ
ト
達
に
料
理
を
教
え
る
の
は
、
私
に
と
っ
て

大
変
に
気
分
の
良
い
時
間
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
の
ち

に
、
こ
れ
が
豊
橋
で
、
先
生
方
の
お
世
話
に
お
お
い

に
、
役
に
立
ち
ま
し
た
。
先
生
方
の
御
生
地
を
知
る

こ
と
が
、
そ
の
方
の
好
み
の
味
の
第
一
歩
で
し
た
し
、

産
地
の
名
物
な
ど
も
し
ら
べ
ま
し
た
。
お
出
し
し
た

食
事
に
、
お
手
の
附
く
回
数
で
、
お
好
き
な
食
べ
物

も
良
く
判
り
、
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
お

風
呂
も
シ
ョ
ー
ト
パ
ン
ツ
姿
で
頑
張
り
ま
し
た
。
大

学
か
ら
の
食
費
は
如
何
ほ
ど
か
存
じ
ま
せ
ん
が
、
毎

食
御
馳
走
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
父
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ

ー
で
恥
を
か
か
な
い
よ
う
気
を
つ
け
ま
し
た
。 

公
館
の
部
屋
に
は
飾
り
物
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

東
京
の
家
の
倉
か
ら
、
書
画
骨
董
を
日
通
の
美
術
車

で
豊
橋
に
持
っ
て
い
き
室
々
に
飾
り
ま
し
た
。
豊
橋

市
の
美
術
館
に
は
「
松
林
桂
月
」
の
品
が
無
い
と
聞

き
ま
し
た
か
ら
、「
四
君
子
」
を
送
り
ま
し
た
。
田
原

の
有
名
な
渡
辺
崋
山
の
弟
子
で
す
か
ら
、
豊
橋
市
に

な
い
の
は
お
か
し
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
私
か
ら

の
豊
橋
市
へ
の
少
し
ば
か
り
の
感
謝
の
気
持
ち
で

し
た
。
父
は
「
晟
子
の
物
だ
か
ら
、
好
き
に
し
な
さ

い
」
と
云
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

同
文
書
院
40
期
の
賀
来

カ

ク

さ
ん
か
ら
「
現
中
の
学
生

達
を
応
援
に
中
国
旅
行
に
行
く
の
だ
が
、
人
数
が
た

り
な
い
と
、
旅
費
が
高
く
な
る
か
ら
、
晟
子
さ
ん
も

行
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
の
お
誘
い
の
言
葉
が

あ
り
ま
し
た
。
お
仲
間
に
い
れ
て
下
さ
る
こ
と
は
光

栄
で
し
た
。
も
ち
論
、
２
ツ
返
事
で
お
供
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ま
る
で
、
通
訳
者
の
輪
の
中
に
居

る
よ
う
な
旅
で
し
た
。
し
か
し
皆
様
方
御
高
齢
の
メ

ン
バ
ー
で
い
ら
し
た
の
で
、
有
事
の
時
の
た
め
医
薬

品
や
日
本
の
食
品
な
ど
も
用
意
い
た
し
ま
し
た
が
、

大
変
に
役
に
立
ち
ま
し
て
、
う
れ
し
ゅ
う
存
じ
ま
し

た
。
40
期
の
御
家
族
よ
り
「
殿
岡
さ
ん
が
行
く
な
ら

安
心
だ
」
と
云
う
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
時
は
、
責

任
重
大
と
心
を
引
き
し
め
ま
し
た
。 

旧
制
高
等
学
校
の
寮
歌
祭
の
時
は
、
チ
ャ
イ
ナ
ド

レ
ス
を
身
に
ま
と
い
ま
し
た
。
手
作
り
の
男
子
用
も

４
枚
作
り
着
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
又
、
父
が
若
い

頃
教
え
て
い
た
、
大
学
の
受
け
附
を
め
ぐ
り
、
素
敵

な
折
り
詰
弁
当
を
頂
い
て
参
り
、
書
院
や
愛
大
の
テ

ー
ブ
ル
を
に
ぎ
や
か
に
い
た
し
ま
し
た
。
解
散
後
の

夜
の
銀
座
は
、
よ
り
た
の
し
ゅ
う
存
じ
ま
し
た
。 

父
は
な
に
よ
り
も
学
生
達
を
愛
し
ま
し
た
。
自
分

が
戦
場
に
送
っ
て
し
ま
っ
た
学
生
た
ち
に
約
束
し

ま
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
命
を
無
駄
に
す
る
な
」

「
生
き
て
帰
っ
て
来
い
」「
こ
の
戦
争
は
勝
っ
て
も 

負
け
て
も
、
そ
れ
か
ら
の
日
本
に
必
要
な
の
は
、
君

達
な
ん
だ
か
ら
」
な
ど
で
す
。
で
す
か
ら
、
命
を
掛

け
て
書
院
の
学
籍
簿
、
成
績
簿
等
を
持
ち
帰
り
ま
し 

た
。
自
分
の
身
と
引
き
か
え
に
す
る
覚
悟
で
し
た
。

そ
し
て
約
束
通
り
、
引
揚
げ
半
年
で
無
一
文
で
、
皆
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様
の
ご
協
力
を
得
て
新
し
い
大
学
を
作
り
上
げ
た

の
で
す
。
そ
ん
な
父
の
そ
ば
で
育
っ
た
私
は
、
書
院

も
愛
大
も
私
に
と
っ
て
は
、
大
切
な
大
切
な
大
学
な

の
で
す
。
定
年
で
愛
大
を
去
る
先
生
方
に
伺
い
ま
す

と
「
な
ん
と
な
く
、
居
心
地
が
良
か
っ
た
か
ら
定
年

ま
で
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て
有
り
ま
す
。

本
音
で
し
ょ
う
。 

 

有
る
卒
業
生
は
、
父
が
校
庭
を
ゆ
っ
た
り
と
ワ
イ

シ
ャ
ツ
姿
で
歩
き
学
生
達
の
野
球
を
見
て
い
る
背

中
を
な
が
め
て
、
象
の
よ
う
な
大
き
な
人
な
の
だ
と

感
じ
た
そ
う
で
す
し
又
、
安
心
感
を
お
ぼ
え
た
そ
う

で
す
。
私
も
幼
い
頃
よ
り
父
の
暖
か
い
広
い
背
中
が

大
好
き
で
し
た
。
書
院
と
愛
大
は
私
に
取
っ
て
人
生

そ
の
も
の
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。 

少
女
時
代
よ
り
、
書
院
と
愛
大
は
時
に
は
私
達
家

族
よ
り
父
を
取
り
上
げ
る
様
な
時
代
も
あ
り
ま
し

た
が
、
終
り
良
け
れ
ば
す
べ
て
良
し
と
思
え
る
様
に

な
り
ま
し
た
。
森
羅
万
象
に
残
し
た
父
の
愛
情
は
今

も
、
娘
の
上
に
燦
々
と
ふ
り
そ
そ
い
で
お
り
ま
す
。 

御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

阿部 光さんより花束贈呈 

 

第 28 回記念賞授与の様子 

藤田名誉教授より花束贈呈 
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東亜同文書院記念基金会 記念賞・功労賞・奨励賞のこれまでの受賞者 

第 1回 平 5(1993)年度 

記念賞 

平成 5(1993)年 11月 5日 

上海交通大学 中日科技研究会（翁史烈(当時の上海交通大学学長)が会長） 

  科学技術及び教育に関する日本の資料を中国の学生向けに刊行するなど日本事

情を中国に紹介する活動を行っている。（東亜同文書院大学 45期専門部卒業生吉川

信夫氏は私財を投じて同会を支援した。） 

記念賞 
谷 光隆氏 (元愛知大学教授） 

  大旅行調査を研究 大運河調査報告書を刊行。 

記念賞 
菅野俊作氏(東北大学名誉教授 41期) 

 中国人留学生を支援。 

第 2回 平 6(1994)年度 

記念賞 

平成 6(1994)年 9月 16日 

林文月氏（台湾大学名誉教授） 

  源氏物語他を中国語に翻訳刊行。 

記念賞 
栗田尚弥氏 (埼玉大学講師) 

  「東亜同文書院 日中を架けんとした男たち」を刊行。 

記念賞 
白川正雄氏 (42期) 

  戦後スマトラに永住し戦火で消失したモスクを再建。 

記念賞 
村上和夫氏 (長野県中国文化研究会副会長) 

  中国古代瓦当文様の研究を刊行。 

第 3回 平 7(1995)年度 

記念賞 

平成 7(1995)年 9月 13日 

藤田佳久氏 (愛知大学教授) 

  大旅行調査報告書を解読し「中国を歩く」等を 刊行。 

第 4回 平 8(1996)年度 

記念賞 

平成 8(1996)年 9月 6日 

ダグラス・レイノルズ氏 (ジョージア州立大学歴史学部副教授(注:肩書きは受賞当時)) 

  東亜同文書院の大旅行調査を研究し、それが戦後米国で発展した地域研究( Area 

studies )よりも古い歴史を持つ優れたものであることを検証し「地域研究の知ら

れざる起源日本の東亜同文書院 」を刊行して広く世に紹介した。 

記念賞 
陳 弘氏 (44期) 

  日中要人の会談の通訳 人民日報東京特派員として友好促進に貢献。 

第 5回 平 9(1997)年度 

記念賞 

平成 9(1997)年 10月 7日 

遠山正瑛氏 (鳥取大学名誉教授) 

  日本砂漠緑化実践協会の設立ボランティアを指導し内蒙古砂漠に植林。 

第 6回 平 10(1998)年度 

研究奨励賞 

平成 10(1998)年 9月 24日 

薄井由氏 (上海復旦大学修士課程) 

  「東亜同文書院大旅行初歩研究」を中国で出版予定書院の業績を中国で紹介。 

研究奨励賞 

水谷尚子氏 (日本女子大博士課程) 

  書院中華学生部を研究し論文「東亜同文書院に学んだ中国人」で同学生部の業績

を紹介。 
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第 7回 平 11(1999)年度 

記念賞 

平成 11(1999)年 9月 28日 

翟新（テキシン）氏 (上海復旦大学大学院修士課程修了 慶應義塾大学大学院法学

研究科後期博士課程） 

  東亜同文化の日中近代史における足跡を研究、再評価する論文を発表。 

研究奨励賞 

劉 永誌氏 (愛知大学大学院文学研究科博士後期修士課程 博士学位取得) 

  タクラマカン砂漠の困難な現地調査を行い、その日本語論文は辺境の地誌学的

研究として高く評価された。 

第 8回 平 12(2000)年度 

平成 12(2000)年 9月 29日 

名古屋テレビ「青春の中国」取材班 

 東亜同文書院の「日中の架け橋を」という理想に生きた書院生の青春とそれを

現代に受け継ぐ愛大学生の姿を生き生きとテレビで紹介。 

第 9回 平 14(2002)年度 

平成 14(2002)9月 26日 

西所正道氏 

 「上海東亜同文書院風雲録」を刊行。卒業生たちの足跡を追うことにより、東亜

同文書院の建学の精神が世紀を越えて現代に生き続ける姿を広く世に紹介。 

第 10回 平 15(2003)年度 

記念賞 

平成 15(2003)年 9月 24日 

工藤俊一氏(元北京大学文教専家) 

 「北京大学 超エリートたちの日本論―衝撃の「歴史認識」」を刊行。各方面から

高い評価を得た。 

第 11回 平 16(2004)年度 

記念賞 

平成 16(2004)年 9月 29日 

今泉潤太郎氏 (愛知大学名誉教授) 

 「愛知大学『中日大辞典』」の編纂に長年献身的に力を注ぎ、同辞典の内外にお

ける高い評価の形成に多大の寄与をした。 

第 12回 平 17(2005)年度 

記念賞 

平成 17(2005)年 10月 7日 

大森和夫氏 (国際交流研究所長)・弘子さん夫妻 

 日本語教材を中国の大学に寄贈するなど日中文化交流活動を続けた。 

第 13回 平 18(2006)年度 

記念賞 

平成 18(2006)年 12月 8日 

テレビ宮崎 

 強制連行で過酷な労働を強いられた中国人労働者を親身にかばった勇気ある日

本の青年の精神と行動力のルーツを辿るヒューマンドキュメンタリーを制作放送

した。 

奨励賞 

成瀬さよ子氏 (愛知大学豊橋図書館司書) 

 内外のぼうだいな資料を収集整理し貴重な「東亜同文書院関係目録」を作成刊

行した。 

第 14回 平 19(2007)年度 

記念賞 

平成 20(2008)年 1月 29日 

淺川義基氏 

 北京国際元老テニス大会に連続 20 年間出場する中で、会の推進的役割を果た

し、日中友好と国際親善のために尽力した。 
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第 15回 平 20(2008)年度 

記念賞 

平成 21(2009)年 1月 30日 

工藤美代子氏 

 著書「われ巣鴨に出頭せず」において文麿公の行動を論理的に検証したが、これ

は東京裁判史観を根底から覆す程の功績があった。 

第 16回 平 21(2009)年度 

記念賞 

平成 22(2010)年 1月 27日 

葉敦平氏（上海交通大学校史研究室教授） 

 東亜同文書院の上海交通大学キャンパスの占用、両校の近隣同士の友好関係な

どを、史実に基づき組織的に研究し、「資料選集」を編集。 

第 17回 平 22(2010)年度 

記念賞 

平成 23年(2011)年 1月 26日 

小坂文乃氏 

 著書「革命をプロデュースした日本人」で、孫文に対し多大の援助を与えながら

「一切口外シテハナラズ」として革命運動の隠れた援助者であった梅屋庄吉の生

涯を明らかにした。 

記念賞 

愛知大学中日大辞典編纂所 

 鈴木擇郎先生らにより計画された東亜同文書院中国語教育のシンボルともいう

べき辞典編纂に長年取り組み中日大辞典第三版を刊行。 

第 18回 平 23(2011)年度 

功労賞 

平成 24年(2012)年 1月 24日 

藤田佳久氏（愛知大学名誉教授、愛知大学東亜同文書院大学記念センター初代セ

ンター長） 

 オープン・リサーチ・センター事業実施。東京・中日・北陸中日新聞連載「東亜

同文書院の群像」執筆。 

奨励賞 
武井義和氏（愛知大学東亜同文書院大学記念センター研究員） 

 「孫文を支えた日本人」出版。「中国における東亜同文書院の『資料選集』」翻訳。 

第 19回 平 24(2012)年度 

奨励賞 

平成 25年(2013)年 1月 25日 

保坂治朗氏 

 それまで東京同文書院の実態が幻的存在であったのを実像化した点で先駆的で

あり、当記念センターの書院研究で当初からなかなかアプローチ出来なかった空

白部分を埋め、時代背景にも言及されつつ東亜同文書院のある種原点を解明され

た。 

奨励賞 

有森茂生氏 

 東亜同文書院関係の図書、資料文書、写真、レコードなどを 2008年以来ほぼ毎

年のように寄贈され、愛知大学東亜同文書院大学記念センターの展示や研究に貢

献された。 

第 20回 平 25(2013)年度 

記念賞 

平成 26年(2014)年 1月 28日 

岡部達味氏 (東京都立大学名誉教授、霞山会元理事) 

 中国政治・中国外交を専門とした学術研究に加え、メディアを通じて我が国論

壇としてリードする役割を果たされた。1997～2001年には日中友好 21世紀委員会

日本側座長を務められ、日中間の相互理解促進に大きく寄与された。 
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第 20回 平 25(2013)年度 

功労賞 

平井誠二氏 (公益財団法人大倉精神文化研究所研究部長) 

 東亜同文書院卒 3期生大倉（旧姓江原）邦彦氏が戦前設立した大倉精神文化研

究所の研究員として、同研究所の研究活動を企画運営されている。東亜同文書院

関係にも強い関心をもち、多くの史資料収集を行なうとともに、機関誌『大倉山

論集』に多くの研究者を動員して、その成果を集積されている。 

第 21回 平 26(2014)年度 

記念賞 

平成 27年(2015)年 1月 27日 

北川文章氏 (霞山会顧問、霞山会元理事長、山一証券元副社長) 

 日中間の文化交流事業、留学生交流事業、日中間の相互理解の推進に尽力され

たことにより、中国上海交通大学及び浙江大学より顧問教授に任命されるととも

に、揚州大学より名誉教授の称号を授与された。霞山会理事長就任時には愛知大

学理事も兼任され、史実に基づいた「上海交通大学と財団法人霞山会の歴史関係

に関する共同研究」に尽力されるなど、国際研究交流事業推進に多大な貢献をな

された。 

功労賞 

仁木賢司氏 (ミシガン大学上級ライブラリアン) 

 東亜同文書院関係の文献資料を精力的に取集し、ミシガン大学等の研究者へそ

の提供および指導をされ、アメリカにおける東亜同文書院研究のベースをつくら

れた。2009年には「ミシガン大学の東亜同文書院およびアジア系文献史資料のグ

ーグル化」、2014 年には「書院との出会いと史資料」と題して愛知大学で講演さ

れ、東亜同文書院大学記念センター発展への期待を力説された。 

第 22回 平 27(2015)年度 

記念賞 

平成 28年(2016)年 1月 22日 

小崎昌業氏（東亜同文書院大学第 42 期、愛知大学第 1 期、在モンゴル特命全権

元大使、在ルーマニア特命全権元大使） 

 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に、一般財団法人霞山会を理

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。 

第 23回 平 28(2016)年度 

功労賞 

平成 29年(2017)年 2月 1日 

村上武氏（回光会・東光書院院長） 

 東亜同文書院 18 期生で、中華学生部の教員を務められた父、村上徳太郎氏の

御子息。父は、東亜同文書院の生みの親である荒尾精、近衛篤麿、根津一の三先

覚（聖人）を祀った靖亜神社のご神体を帰国後もご自宅（埼玉県）に東光書院を

興して祭られた。武氏は、父を継承しご神体を祀られてきた。 

 あわせて、荒尾精が志した中国、東アジアとの共同、および実践の精神を評価

し、著書や伝記を復刻したほかそれをふまえ、評論紙「回光」を月刊にて発刊し、

啓蒙活動を進め、2015 年には、『日清戦勝異論』を刊行し、荒尾精を顕彰する諸

活動に尽力なされた。 
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第 24回 平 29(2017)年度 

記念賞 

平成 30年（2018）年 3月 28日 

山田正氏（霞山会元理事長、愛知大学元理事） 

 一般財団法人霞山会の理事（2006～2015年）、筆頭常任理事（2007年）、理事長

（2008～2014年）をつとめられ、文化・教育、学術・研究交流分野の発展に尽力

され数々の業績を残された。また、2008年 4月より愛知大学理事に就任され、当

会と愛知大学の繋がりをより緊密にされた。 

 霞山会の広報誌『Think Asia』を創刊し、アジア諸国・地域の社会、歴史、文

化に関する情報の提供に尽力され、学術・研究交流では、上海交通大学および上

海市日本研究交流協会、北京の中国国際交流協会、中国教育国際交流協会等各機

関との研究者の相互交換、共同研究、シンポジウムなどをおこない学術研究交流

の活性化をはかられた。 

第 25回 平 30(2018)年度 

功労賞 

平成 31年(2019)年 3月 6日 

中島寛司氏 (愛知大学同窓会元神奈川支部長) 

 愛知大学同窓会のリーダーとして滬友会、霞山会、愛知大学が主催する多岐

にわたる行事にかかわり、東亜同文書院卒業生と愛知大学関係者とのつなぎ役

を担われるなど、人望と行動力は第一人者である。 

第 26回 令元(2019)年度 

記念賞 

令和 3年(2021)年 3月 10日 

星 博人氏（東亜学院元院長） 

 総合商社丸紅を退職後、霞山会常任顧問に就任。翌年から東亜学院長を兼務

し 18年間中国との文化・学術・教育交流の発展に尽力された。また「霞山会と

上海交通大学の交流史、現状と今後の発展趨勢に関する学術研究」の参画者と

して東亜同文書院が上海交通大学を借用した事実関係を解明するなど大きな成

果を上げられた。 
 

第 27回 令 2(2020)年度 

記念賞 

令和 3年(2021)年 3月 10日 

大城立裕氏（予科 44期） 

 動乱の戦時下、学徒出陣を体験。沖縄帰郷後は仕事の傍ら、それまでの経験を

踏まえた数々の小説を発表。「芥川賞」「平林たいこ文学賞」など多数受賞。国か

らは、1990年 紫綬褒章、1966年 勲四等旭日小綬章を受賞された。沖縄の人々か

らも「知の巨人」として絶大な支持を集め、沖縄琉球文化の発展などに偉大な功

績を残された。 

第 28回 令 3(2021)年度 

功労賞 

令和 4年(2022)年 3月 14日 

殿岡晟子氏（本間喜一名誉学長のご長女） 

 東亜同文書院大学の学長また愛知大学の創立者でありかつ学長も務められた

本間喜一先生の長女として書院卒業生と愛知大学および同卒業生との交流を積

極的に進められ、本間喜一先生という大きな存在を関係者の心の中に映し続けて

こられた。また、愛知大学東亜同文書院大学記念センター設置の際には多くの貴

重資料を寄贈する等、センターの運営・活動に多大な貢献をなされた。 
 

 

表紙参加者ご芳名（敬称略、順不同） 
 
高橋幸紀 斉木正嘉 近藤智彦 大滝則忠 村尾竹一 畑野 勇 三好 章 森 健一 平井誠二  
藤田佳久 水野紘治 高井和伸 川井伸一 淀野敏男 有森茂生 釜井卓三 殿岡晟子 中川善弘 
伊藤登美夫 阿部純一 夏目益良 六鹿茂夫 クリストファー・スピルマン 中島寛司 栗田尚弥 
阿部 光 梅村博文 伊藤綾子  

 
 
Zoom参加 岡村勘吉 
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東
亜
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文
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記
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基
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会
で
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、
書
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へ
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理
解
を
深
め
、
伝
統
を
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継
い
で
い
く
こ
と
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期
待
し
て
本
学
学
生
へ 

２
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の
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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
。 

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金 

特
別
奨
励
賞 

 

【
２
０
２
１
年
度
受
賞
者
】 

経
済
学
部 

 
 
 

浅あ
さ

井い 

暖は
る

登と 
 
 
 
 
 
 

文
学
部 

 
 
 
 

菱ひ
し

川か
わ 

雄ゆ
う

太た 

 

 

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金 

栄
誉
賞 

 

【
２
０
２
１
年
度
受
賞
者
】 

現
代
中
国
学
部 

 

長
屋

な

が

や 

敦あ
つ

大ひ
ろ 

 
 
 
 
 
 
 
 

地
域
政
策
学
部 

 

柘
植 

さ
ゆ
り 

【 

基
金
会
役
員
名
簿 

】 

（
２
０
２
２
年
２
月
時
点
） 

会
長 

川
井 

伸
一 

（
愛
知
大
学
理
事
長
・
学
長
）  

副
会
長 

 

 
 

阿
部 

純
一 

（
霞
山
会
理
事
長
）  

理
事 

藤
田 

佳
久 

（
愛
知
大
学
名
誉
教
授
）  

六
鹿 

茂
夫 

（
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
）  

近
藤 

智
彦 

（
愛
知
大
学
事
務
局
長
）  

監
事 

岡
村 

幹
吉 

（
岡
村
会
計
事
務
所
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《開館時間》月～金曜日：10 時～16 時 《閉館日》土・日・祝および大学の定める休日 

2019年 高　　松 2010年 名古屋

2018年 岡　　崎 2010年 米 沢

2017年 浜 松 2010年 京 都

2016年 名古屋 2009年 神 戸

2015年 松 本 2009年 シ カ ゴ

2014年 広 島 2008年 福 岡

2014年 岐 阜 2008年 弘 前

2013年 長 崎 2007年 東 京

2012年 沖 縄 2006年 横 浜

2011年 富 山

・同文書院記念報（vol.30まで刊行）

・ブックレット（第9巻まで刊行）

・愛知大学創成期の群像　など

国際シンポジウム 展示会・講演会

2016年
2015年
2014年
2013年

2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年

「東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う」
「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‐」
「東亜同文書院の中国研究‐その現代的意味」
「近代日中関係史の中の東亜同文書院」
「孫文と東アジアの平和」
「近代台湾の経済社会変遷‐日本とのかかわりをめぐって‐」
「辛亥革命・孫文・東亜同文会」
「戦前外地にあった愛大ルーツ5校の出身学生が語るアジアと愛大」
「欧米研究者から見た東亜同文書院」
「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」
「日中研究者による東亜同文書院研究」
「世界と日本の大学史の流れの中での東亜同文書院と愛知大学」 出版物


	バインダー1.pdf
	東亜同文書院記念基金会ニュース 第23号.pdf
	P1表紙23号.pdf
	P10-15受賞者23号 .pdf
	うら表23号.pdf

	P2-9授賞式23号.pdf

	P2-9授賞式23号.pdf



