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第
２９
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式 

第
２９
回
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
授
賞
式
が

２
０
２
３
年
３
月
７
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
２９
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
２９
回
と
な
る
今
回
は
、
記
念
賞
と
し
て
嵯
峨
隆

氏
が
、
功
労
賞
と
し
て
越
知
專
氏
が
選
ば
れ
ま
し
た
。 

  

〔記
念
賞
受
賞
者
〕 

 嵯
峨 

隆 

氏 
 

長
年
に
わ
た
り
中
国
政
治
思
想
史
の
研
究
で
多
く
の
成
果

を
挙
げ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。 

近
年
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
研
究
に
も
関

心
を
広
げ
、
そ
の
文
脈
で
東
亜
同
文
会
初
代
会
長
を
つ
と
め

た
近
衞
篤
麿
公
の
思
想
と
行
動
の
再
評
価
に
向
け
て
研
究
を

す
す
め
、
そ
の
成
果
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
１２

月
末
に
は
単
著
『
東
亜
同
文
会
初
代
会
長 

近
衞
篤
麿
評
伝 

｜
そ
の
四
十
年
の
生
涯
｜
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

〔功
労
賞
受
賞
者
〕 

 

越
知 
專 

氏 
 

長
年
に
わ
た
り
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
の
運

営
発
展
な
ら
び
に
本
間
喜
一
名
誉
学
長
の
顕
彰
に
大
き
く
貢

献
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。 

同
セ
ン
タ
ー
の
展
示
施
設
開
設
と
と
も
に
運
営
委
員
と
し

て
参
画
さ
れ
、
多
く
の
記
録
写
真
や
講
義
ノ
ー
ト
を
提
供
さ

れ
、
展
示
方
式
な
ど
の
充
実
化
に
努
め
ら
れ
ま
し
た
。
本
間

先
生
へ
の
尊
敬
の
念
を
熱
く
抱
き
、
本
間
イ
ズ
ム
に
強
く
共

感
し
、
本
間
学
長
展
示
室
の
充
実
化
、
何
冊
も
の
顕
彰
本
の

刊
行
、
本
間
先
生
胸
像
の
寄
贈
、
東
北
地
方
か
ら
の
愛
知
大

学
入
学
生
へ
の
奨
学
金
給
付
の
実
現
、
こ
れ
ら
に
伴
う
多
額

な
寄
付
金
の
提
供
な
ど
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ

ー
へ
の
支
援
に
惜
し
み
な
く
力
を
注
い
で
下
さ
い
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
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
基
金
会
の
会
長

を
務
め
て
お
り
ま
す
愛
知
大
学
学
長
の
川
井
で
ご

ざ
い
ま
す
。
本
日
は
皆
様
に
は
お
忙
し
い
中
、
こ
の

東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
の
授
与
式
に
ご
参
集

い
た
だ
き
、
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
回
は
先
ほ
ど
の
授
賞
式
の
と
お
り
、
お
二

人
の
方
に
授
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
記
念
賞
を
受
賞
さ
れ
た
嵯
峨
さ
ん
は
、
従

来
か
ら
中
国
近
代
に
お
け
る
政
治
思
想
史
の
ご
研

究
で
多
く
の
業
績
を
出
さ
れ
有
名
な
研
究
者
で
ご

ざ
い
ま
す
。
基
金
会
と
の
関
連
で
申
し
上
げ
れ
ば
、

近
年
、
ア
ジ
ア
主
義
の
思
想
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
成
果
も
色
々
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
ア
ジ
ア
主
義
者
の
代
表
的
な
人

物
の
１
人
で
あ
り
ま
す
近
衞
篤
麿
公
の
思
想
と
行

動
に
つ
い
て
深
く
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ご
案
内

の
通
り
、
昨
年
末
に
霞
山
会
ア
カ
デ
ミ
ー
新
書
の
１

冊
と
し
て
近
衞
篤
麿
の
評
伝
を
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
私
も
最
近
読
み
ま
し
て
色
々
勉

強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
近
衞
公
に
つ
い
て
色 
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々
な
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
彼
は
４０
年
の
今
で
言
え

ば
か
な
り
短
い
人
生
の
中
で
き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
積
極
的
に
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う

の
が
最
初
の
印
象
で
す
。
主
に
政
治
活
動
、
教
育
活

動
で
す
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
東
亜
同
文
会
や
東
亜

同
文
書
院
の
設
立
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
文
化
活

動
を
色
々
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
の
出
自
が
元
貴
族
の
最
高
の

ラ
ン
ク
の
ご
出
身
で
、
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
は
華

族
の
公
爵
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
立

場
を
彼
は
十
分
に
自
覚
し
た
上
で
社
会
的
な
責
務
、

義
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ

た
こ
と
で
す
。
他
方
で
多
く
の
華
族
の
実
情
に
つ
い

て
は
、
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
り
ま

し
た
。
彼
は
東
亜
同
文
会
及
び
東
亜
同
文
書
院
の
創

立
に
大
変
貢
献
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
前
々
か
ら
知
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
嵯
峨
さ
ん

の
ご
著
書
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
と
行
動
を
全
体
的

に
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
私
と
し
て
大
い
に

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
短
い
生
涯
を
、
社
会
的
な
活

動
と
い
う
点
で
は
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
て
か
ら

実
質
わ
ず
か
１３
年
ぐ
ら
い
の
短
い
時
間
で
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
う
い
う
中
で
精
一
杯
、
人
生
を
駆
け
抜

け
た
と
い
う
印
象
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
嵯
峨
さ
ん
の
ご
著
作
は
大
変
印
象
深
く
、
基
金
会

に
と
っ
て
も
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
、
功
労
賞
を
受
賞
さ
れ
た
越
知
さ
ん
で

ご
ざ
い
ま
す
。
越
知
さ
ん
は
東
亜
同
文
書
院
大
学
記

念
セ
ン
タ
ー
の
、
か
つ
て
運
営
委
員
を
お
勤
め
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
愛
知
大

学
の
歴
史
的
な
写
真
、
本
間
学
長
等
の
写
真
を
撮
影

保
存
し
、
そ
れ
か
ら
、
自
ら
学
生
の
時
代
に
丁
寧
に

と
ら
れ
た
講
義
ノ
ー
ト
が
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う

い
う
写
真
や
ノ
ー
ト
等
を
セ
ン
タ
ー
の
ほ
う
に
寄

贈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た

セ
ン
タ
ー
の
展
示
等
の
改
善
の
た
め
に
も
色
々
な

ご
提
案
を
さ
れ
ま
し
た
。
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
は
、
越
知
さ
ん
は
東
亜
同
文
書
院
記
念
セ
ン

タ
ー
の
発
展
の
た
め
に
度
々
ご
寄
付
を
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

越
知
さ
ん
を
語
る
際
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
本
間
先

生
に
対
す
る
深
い
愛
着
と
言
い
ま
す
か
、
自
ら
本
間

イ
ズ
ム
と
称
し
て
、
本
間
先
生
の
人
と
な
り
に
関
す

る
本
を
何
冊
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
後
で
紹
介

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
本
間
先
生
の
胸
像
も
そ

う
で
す
。
胸
像
を
お
作
り
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
大
学

お
よ
び
、
本
間
先
生
の
出
身
地
で
あ
る
山
形
県
川
西

町
の
ほ
う
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
越
知
さ
ん
に
は

本
間
先
生
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
が
ご
ざ
い
ま

し
て
、
そ
れ
を
大
学
と
し
て
も
出
来
る
だ
け
受
け
止

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
越
知
さ
ん
は
愛
知
大
学
の

東
亜
同
文
書
院
記
念
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
発
展
、
お

よ
び
本
間
先
生
の
顕
彰
に
関
し
て
大
き
な
貢
献
を

さ
れ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
以
上
、
簡
単
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
お
二
人
の
受
賞
に
対
し
て
改
め
て
心

よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
て
私
の
挨
拶
に
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
推
薦
の
辞
〕 

 

阿
部 

純
一 

氏
（霞
山
会
理
事
長
） 

 

第
２９
回
、
令
和
４
年
度
の
東
亜
同
文
書
院
記
念
基

金
会
の
授
賞
者
と
し
て
嵯
峨
隆
先
生
（
静
岡
県
立
大

学
名
誉
教
授
）
を
以
下
の
理
由
に
よ
り
推
薦
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

 

嵯
峨
先
生
は
、
１
９
５
２
年
秋
田
県
男
鹿
市
で
生

ま
れ
、
秋
田
県
立
秋
田
高
等
学
校
に
入
学
。
卒
業
後

上
京
し
、
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
に
入
学
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
同
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学

専
攻
に
進
み
、
１
９
７
８
年
、
法
学
修
士
の
学
位
を

取
得
し
ま
し
た
。
１
９
７
９
年
か
ら
１
９
８
０
年
に

か
け
て
香
港
中
文
大
学
に
留
学
。
翌
年
、
慶
應
義
塾

大
学
大
学
院
の
博
士
課
程
を
単
位
修
得
退
学
し
ま

し
た
。
な
お
、
１
９
９
４
年
、
慶
應
義
塾
大
学
よ
り

博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。 

 

１
９
８
２
年
、
八
戸
大
学
商
学
部
の
講
師
、
１
９
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８
９
年
度
か
ら
静
岡
県
立
大
学
国
際
関
係
学
部
の

助
教
授
に
就
任
し
、
１
９
９
８
年
に
教
授
と
な
り
、

２
０
１
７
年
３
月
３１
日
、
定
年
に
よ
り
静
岡
県
立
大

学
の
教
授
を
退
き
、
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
さ
れ

ま
し
た
。 

 

嵯
峨
先
生
と
霞
山
会
と
の
関
わ
り
は
１
９
９
５

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
代
中
国
人
名
辞
典
』
の
編
集

委
員
の
一
員
と
し
て
編
集
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
最

初
で
し
た
。 

 

そ
の
後
、
こ
の
『
近
代
中
国
人
名
辞
典
』
の
修
訂

版
の
編
集
に
も
再
度
関
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
編
集
作

業
に
５
年
の
歳
月
を
費
や
し
、
２
０
１
８
年
に
霞
山

会
発
行
、
国
書
刊
行
会
販
売
と
い
う
形
で
『
近
代
中

国
人
名
辞
典
・
修
訂
版
』
を
刊
行
し
ま
し
た
、
こ
の

辞
典
は
全
国
の
大
学
図
書
館
な
ど
に
も
蔵
書
さ
れ
、

日
中
関
係
の
専
門
家
・
研
究
者
な
ど
か
ら
非
常
に
高

い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。 

近
衞
篤
麿
公
に
関
し
て
は
、
近
衞
文
麿
が
近
衞
家

の
収
蔵
品
を
集
め
た
京
都
の
公
益
財
団
法
人
陽
明

文
庫
を
数
回
に
わ
た
り
訪
問
し
、
陽
明
文
庫
で
し
か

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
篤
麿
公
の
直
筆
の
資
料
、
ま

た
国
会
図
書
館
や
霞
山
会
が
保
管
し
て
い
る
東
亜

同
文
会
、
東
亜
同
文
書
院
に
関
す
る
資
料
を
読
み
込

み
、
篤
麿
公
の
人
間
性
や
政
治
家
、
教
育
家
と
し
て

の
真
実
の
姿
を
描
き
出
し
ま
し
た
。 

霞
山
会
が
２
０
１
６
年
か
ら
「
近
代
日
本
と
ア
ジ

ア
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
開
催
し
て
き
た
連
続
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
そ
の
成
果
を
報
告
さ
れ
る
と
と
も
に
、
霞

山
会
の
広
報
的
意
味
合
い
を
持
つ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
霞
山
会

の
あ
ゆ
み
」
「
近
衞
篤
麿
」
等
で
監
修
の
任
に
あ
た

り
ま
し
た
。 

近
衞
篤
麿
の
ア
ジ
ア
主
義
に
共
鳴
し
て
い
た
頭

山
満
の
こ
と
を
書
い
た
単
著
『
頭
山
満
―
ア
ジ
ア
主

義
者
の
実
像
』
も
あ
り
ま
す
。 

最
近
で
は
、
霞
山
ア
カ
デ
ミ
ー
・
オ
ン
ラ
イ
ン
講

座
で
近
衞
篤
麿
公
に
関
す
る
３
回
の
講
座
を
担
当

さ
れ
、
そ
の
講
座
内
容
を
基
に
新
た
に
文
章
を
加
筆

し
た
著
書
が
霞
山
会
ア
カ
デ
ミ
ー
新
書
の
第
３
弾

『
東
亜
同
文
会
初
代
会
長 

近
衞
篤
麿
評
伝
―
そ

の
４０
年
の
生
涯
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
２
０
２
２
年

１２
月
末
に
刊
行
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
東
亜
同
文
書
院
の
母
体
で
あ
る
東

亜
同
文
会
の
初
代
会
長
で
あ
る
近
衞
篤
麿
公
の
再

評
価
に
向
け
た
地
道
な
研
究
活
動
の
功
績
を
た
た

え
、
今
回
の
受
賞
者
候
補
と
し
て
推
薦
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。 

              

〔受
賞
挨
拶
〕 

 

嵯
峨 

隆 

氏 
 

第
２９
回
の
記
念
賞
を
い
た
だ
き
、
身
に
余
る
光
栄

だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

何
か
一
言
挨
拶
を
せ
よ
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
近
衞

篤
麿
と
ア
ジ
ア
主
義
に
つ
い
て
の
話
を
少
し
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。 

私
は
今
で
こ
そ
東
亜
同
文
会
や
近
衞
に
つ
い
て

の
文
章
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
先
程
会
長
や
理
事

長
が
お
話
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
元
々
の
研
究
テ
ー

マ
は
近
代
中
国
の
政
治
思
想
で
し
た
。
今
風
に
言
い

ま
す
と
、
学
問
領
域
を
越
境
し
て
、
日
本
研
究
に
ま

で
足
を
踏
み
入
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
越
境
の

き
っ
か
け
は
、
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
思
想
が
日
本
と

中
国
と
で
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
で
し
た
。
近
衞
に
つ

い
て
は
一
般
的
な
知
識
は
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
す

ぐ
に
研
究
に
取
り
掛
か
る
に
は
些
か
躊
躇
を
覚
え

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
中
国
側
の
思
想
か
ら
見
て

み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

中
国
で
ア
ジ
ア
主
義
を
唱
え
た
人
と
し
て
は
孫

文
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
孫
文
は
亡
く
な
る
前
年
に

神
戸
に
来
て
、
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う
有
名
な

講
演
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
彼
は
広
く
ア

ジ
ア
主
義
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の

主
張
が
ど
の
よ
う
な
構
造
で
成
り
立
っ
て
い
る
か

を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
の
で
す
。
そ
の
思
想

の
核
心
は
、
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
は
連
帯
し
て
西
洋
列
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強
に
よ
る
抑
圧
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
当
初
か
ら
、
ア
ジ
ア
人
の

連
帯
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
中
国
の
王
朝
体
制
の
全
面
的

な
否
定
を
唱
え
る
も
の
、
体
制
の
漸
進
的
な
改
良
を

前
提
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に

対
応
す
る
日
本
の
ア
ジ
ア
主
義
者
も
多
様
で
し
た
。

中
に
は
、
革
命
派
を
支
持
す
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。 

そ
れ
で
は
、
近
衞
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
近
衞
は
貴
族
院
議
長
を
務
め
た
政
治
家
で
す
。

こ
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
が
、
中
国
の
反
体
制
運
動

を
進
め
る
人
と
提
携
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
彼
は
一
貫
し
て
清
朝
の
有
力
者
と
提

携
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
し
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
中
国
の
改
良
主
義
者
た

ち
が
日
本
に
亡
命
し
て
き
て
、
東
亜
同
文
会
に
支
援

を
求
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
近
衞
は
こ
れ
を
強

く
拒
絶
し
て
い
ま
す
。
孫
文
な
ど
は
さ
ら
に
危
険
な

人
物
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
東
亜
同
文
会
の
中
に

は
、
中
国
に
渡
っ
て
彼
ら
の
革
命
運
動
に
加
わ
る
人

も
い
ま
し
た
が
、
近
衞
は
そ
う
し
た
こ
と
を
非
常
に

嫌
っ
て
い
ま
し
た
。 

ち
な
み
に
、
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
『
近
衞
篤
麿

日
記
』
の
中
に
、
孫
文
の
名
が
何
回
く
ら
い
登
場
す

る
の
か
気
に
な
っ
て
、
索
引
で
調
べ
て
み
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
日
記
は
８
年
に
わ
た
る
も
の
で
す
が
、

そ
の
中
に
出
て
く
る
の
は
た
っ
た
２
ヵ
所
だ
け
で

し
た
。
そ
れ
も
、
ご
く
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
意
外
な
感
じ
が
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
近
衞
が
孫
文
に
全
然
関
心
が
な
か

っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測

で
す
が
、
利
害
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
政

治
的
次
元
が
違
い
過
ぎ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
近
衞
は
非
常
に
現
実
主
義
的
な
考
え
の
持

ち
主
で
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
関
係
性
の
薄
い
人
物

に
は
筆
が
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

さ
て
、
近
衞
の
代
表
的
な
業
績
と
し
ま
し
て
は
、

東
亜
同
文
書
院
の
設
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
皆
さ
ん

も
ご
承
知
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
東
亜
同
文
会
は

早
く
か
ら
中
国
へ
の
留
学
生
の
派
遣
な
ど
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
次
第
に
会
員
の
中
に
中
国
に
本
格
的

な
学
校
を
作
ろ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
き
ま
す
。
そ

う
し
た
意
見
を
受
け
て
、
近
衞
は
海
外
視
察
旅
行
の

最
後
に
中
国
を
訪
れ
、
南
京
で
有
力
者
と
会
談
を
し

て
学
校
設
立
へ
の
協
力
の
約
束
を
取
り
付
け
ま
す
。

こ
れ
が
発
端
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
帰
国

し
て
根
津
一
と
相
談
し
て
学
校
設
立
に
取
り
掛
か

り
ま
す
。
根
津
は
東
亜
同
文
書
院
の
初
代
院
長
に
な

る
人
物
で
す
。
南
京
に
い
た
同
文
会
の
職
員
に
は
、

す
ぐ
さ
ま
学
校
の
敷
地
の
確
保
や
宿
舎
の
手
配
な

ど
の
指
示
が
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
近
衞
の

積
極
的
な
行
動
が
同
文
書
院
の
短
期
間
で
の
開
設

に
繋
が
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
後
、
東

亜
同
文
会
と
同
文
書
院
が
日
中
両
国
の
民
間
交
流

に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

最
後
に
、
私
と
近
衞
研
究
と
の
出
会
い
に
つ
い
て

述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
ア
ジ
ア
主
義

者
の
中
で
も
、
特
に
近
衞
篤
麿
を
重
点
的
に
研
究
す

る
に
よ
う
に
な
る
に
は
、
１
つ
の
き
っ
か
け
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
阿
部
理
事
長
が
お
話
し

ま
し
た
よ
う
に
、
霞
山
会
が
２
０
１
６
年
か
ら
５
回

に
わ
た
っ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
こ
と
で

す
。
「
近
代
日
本
と
ア
ジ
ア
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
も

の
で
し
た
が
、
私
は
こ
れ
に
報
告
者
と
し
て
参
加
す

る
こ
と
で
、
近
衞
と
東
亜
同
文
会
に
関
す
る
知
見
を

い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
点
で
、

霞
山
会
に
は
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
上

梓
し
た
『
東
亜
同
文
会
初
代
会
長 

近
衞
篤
麿
評
伝
』

は
、
政
治
家
や
教
育
者
と
い
っ
た
公
人
と
し
て
の
側

面
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
す
。
私
人
と
し
て
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
は
、
霞
山
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
と
ま
り
の
な

い
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
私
の

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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〔功
労
賞
推
薦
の
辞
〕 

 
藤
田 

佳
久 

氏
（愛
知
大
学
名
誉
教
授
） 

 た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
藤
田
と
申
し

ま
す
。
今
回
は
越
知
さ
ん
が
来
ら
れ
な
い
の
で
、
愛

大
の
校
舎
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
２９
回
、
令
和
４
年
度

の
東
亜
同
文
書
院
記
念
基
金
会
の
功
労
者
。
受
賞
者

と
し
て
越
知
專
氏
を
以
下
の
理
由
よ
り
表
彰
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

越
知
專
氏
は
昭
和
５
年
、
１
９
３
０
年
。
愛
知
県

豊
橋
市
に
生
ま
れ
、
豊
橋
市
に
昭
和
２１
年
旧
制
大
学

と
し
て
、
創
設
さ
れ
て
間
も
な
い
愛
知
大
学
の
法
経

学
部
の
経
済
学
科
で
昭
和
２８
年
、
１
９
５
３
年
に
卒

業
さ
れ
ま
し
た
。
学
生
時
代
に
は
写
真
部
で
活
躍
さ

れ
、
世
界
的
に
有
名
に
な
っ
た
東
松
照
明
氏
と
一
緒

に
な
り
、
大
変
な
刺
激
を
受
け
、
越
知
氏
に
撮
影
さ

れ
た
写
真
は
今
日
で
は
大
変
多
く
の
価
値
を
持
っ

て
お
り
、
愛
知
大
学
の
歴
史
的
な
写
真
と
し
て
貴
重

な
存
在
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
勉
学
に
も
集
中
さ
れ
、

当
時
と
し
て
は
珍
し
い
近
代
経
済
学
の
ほ
う
も
勉

強
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
経
済
学
学
生
発
表
代
表
者

に
も
選
ば
れ
発
表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
勉
強
熱
心
な

学
生
時
代
を
送
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
は
、
受
講

し
た
ノ
ー
ト
が
約
１０
冊
ほ
ど
セ
ン
タ
ー
の
展
示
室

に
置
い
て
あ
り
ま
す
。
見
事
な
ノ
ー
ト
で
あ
り
ま
し

て
、
最
初
は
誰
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
た
め
に
、

大
分
傷
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
レ
プ
リ
カ
に
差

し
替
え
て
展
示
を
し
て
い
ま
す
。 

           

卒
業
後
は
オ
チ
理
容
美
容
室
を
豊
橋
駅
前
で
経

営
さ
れ
、
全
国
で
も
先
駆
的
な
理
容
会
の
指
導
者
と

し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
お
客
と
な
っ
た

の
が
本
間
先
生
で
あ
り
ま
し
て
、
本
間
先
生
と
の
交

流
は
そ
こ
で
で
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
客
さ
ん

と
し
て
色
々
お
話
す
る
過
程
の
中
で
、
本
間
先
生
の

上
海
で
の
東
亜
同
文
書
院
大
学
時
代
最
後
の
閉
校
、

愛
知
大
学
の
設
立
か
ら
経
営
、
薬
師
岳
遭
難
の
時
に

は
、
命
を
最
も
重
視
し
て
見
事
な
対
応
に
よ
っ
て
愛

知
大
学
の
名
前
を
上
げ
た
と
い
う
よ
う
な
先
生
の

奮
闘
ぶ
り
を
知
る
に
つ
れ
て
、
先
生
の
品
格
に
惹
か

れ
、
強
く
尊
敬
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

本
間
先
生
に
は
、
そ
の
後
も
幅
広
く
薫
陶
を
受
け
、

本
間
先
生
に
師
事
し
研
究
を
重
ね
、
多
く
の
本
間
本

と
言
い
ま
す
か
、
何
冊
も
の
顕
彰
本
を
出
版
さ
れ
ま

し
た
。
若
干
の
事
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
『
本
間
イ
ズ

ム
と
愛
知
大
学
、
そ
の
実
例
編
』
。
そ
の
真
髄
を
学

ば
れ
ま
し
た
。
２
０
０
９
年
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
愛

大
事
件
に
つ
い
て
、
最
後
ま
で
学
生
を
弁
護
し
た
こ

と
を
記
録
し
た
『
本
間
イ
ズ
ム
と
愛
知
大
学
―
そ
の

真
髄
を
国
会
証
言
か
ら
学
ぶ
―
』
、
こ
れ
が
２
０
０

９
年
と
２
０
１
２
年
。
『
愛
知
大
学
―
本
間
イ
ズ
ム

実
践
編
―
』
。
昭
和
、
平
成
か
ら
令
和
に
向
け
て
。

こ
れ
が
２
０
１
８
年
。
さ
ら
に
本
間
先
生
の
胸
像
３

体
を
豊
橋
校
舎
、
名
古
屋
校
舎
、
ご
出
身
地
の
山
形

県
川
西
町
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
本
間
喜
一
顕

彰
会
を
設
立
さ
れ
ま
し
て
、
本
間
先
生
の
思
い
出
を

か
た
ち
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が
本
間

先
生
の
出
身
地
、
山
形
県
川
西
町
へ
も
及
び
、
川
西

町
で
は
６
大
有
名
人
が
博
物
館
に
並
ん
で
お
り
ま

す
。
そ
の
中
に
は
有
名
な
作
家
、
井
上
ひ
さ
し
も
展

示
さ
れ
て
お
り
、
先
生
も
そ
の
中
で
展
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
上
海
の
東
亜
同
文
書
院
が
借
用

し
て
い
た
上
海
交
通
大
学
に
も
訪
問
し
て
お
ら
れ

ま
す
。 

も
う
１
点
は
、
本
間
先
生
の
思
い
を
ベ
ー
ス
に
し

な
が
ら
愛
知
大
学
豊
橋
校
舎
に
開
設
さ
れ
た
東
亜

同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
開
設
に
向
け
て
、
多

大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。
愛
知
大
学
同
窓
会
へ
の

貢
献
も
し
て
お
ら
れ
た
越
知
氏
は
、
同
記
念
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
文
部
省
か
ら
オ
ー
プ
ン
リ
サ
ー

チ
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
選
定
さ
れ
ま
す
と
、

そ
の
委
員
会
の
一
員
と
し
て
参
加
さ
れ
、
開
学
以
来

の
歴
史
的
な
貴
重
な
写
真
を
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
展
示
品
も
提
供
。
そ
れ
ら
の
撮
影
、
展
示
方
針

の
提
案
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
当
初
１
，
０
０
０

万
円
の
寄
付
金
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当

記
念
セ
ン
タ
ー
の
充
実
・
発
展
に
そ
れ
は
繋
が
り
ま

し
た
。
当
セ
ン
タ
ー
は
毎
年
、
展
示
講
演
会
を
全
国

で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
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学
会
か
ら
も
招
待
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
で
展

示
会
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
お
金

が
少
し
足
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
辺
も
サ
ポ
ー
ト

す
る
た
め
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
ご
自

分
で
撮
影
し
て
編
集
さ
れ
た
『
愛
知
大
学
創
成
期
の

群
像
』
の
編
集
、
刊
行
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常

に
貴
重
な
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は

越
知
氏
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
お
り

ま
す
。 

そ
れ
に
よ
り
同
セ
ン
タ
ー
は
、
当
時
の
国
公
私
立

大
学
で
作
る
大
学
史
資
料
協
議
会
と
い
う
の
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
関
東
と
関
西
を
両
輪
に
し
て

結
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
大
学
史
資
料
協

議
会
の
全
国
大
会
と
東
日
本
大
会
を
本
学
で
や
る

と
い
う
繋
が
り
に
も
な
り
ま
し
た
。
愛
知
大
学
の
東

亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
が
い
わ
ば
全
国

の
大
学
史
の
方
々
に
知
ら
れ
て
、
現
在
は
色
ん
な
各

地
の
大
学
の
大
学
史
と
の
交
流
が
す
す
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
。 

本
日
、
越
知
氏
は
ご
高
齢
の
た
め
、
当
会
場
に
は

ち
ょ
っ
と
ご
出
席
い
た
だ
け
な
く
て
、
愛
知
大
学
の

一
部
屋
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
さ
れ
授
賞

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
間
先
生
の

出
身
地
で
あ
る
山
形
県
川
西
町
を
中
心
に
愛
知
大

学
の
、
特
に
東
北
地
方
の
人
た
ち
か
ら
も
学
生
諸
君

に
来
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
わ
け
で
、
５
，
０
０

０
万
円
の
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
多
額
な

寄
付
と
奨
学
金
を
受
け
ま
し
て
、
こ
の
春
初
め
て
第

１
号
の
卒
業
生
が
出
ま
す
。
今
日
は
愛
知
大
学
の
ほ

う
で
、
越
知
氏
が
表
彰
さ
れ
ま
す
そ
の
場
に
そ
の
卒

業
生
が
駆
け
つ
け
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
、
画
像
の
ほ
う
で
お
伝
え
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
昨
年
、
再
び
記
念
セ
ン
タ
ー
の
ほ
う
に
寄

付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
の
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー

プ
ン
以
来
、
色
ん
な
寄
付
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で

す
け
ど
。
合
計
す
る
と
関
係
し
た
愛
知
大
学
へ
１
億

円
近
い
額
に
な
り
ま
す
。
多
額
な
寄
付
な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、
寄
付
で
知
ら

れ
て
い
る
の
は
慶
應
大
学
で
す
ね
、
慶
應
大
学
で
は

ず
っ
と
寄
付
者
の
名
前
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
る
と
寄
付
者
の
一
番
ト
ッ
プ
の
人
は
２
億
円

な
ん
で
す
。
１
億
円
以
上
の
人
は
５
人
か
６
人
お
ら

れ
ま
す
。
越
知
さ
ん
は
慶
應
大
学
の
中
に
入
る
と
５

番
目
か
６
番
目
の
寄
付
者
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う

よ
う
な
こ
と
か
ら
愛
知
大
学
に
こ
れ
だ
け
の
多
額

の
寄
付
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
も
特
筆
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
以
上
、
越
知
さ
ん
の
受
賞
推
薦

の
言
葉
と
し
ま
す
。
ど
う
も
失
礼
し
ま
し
た
。 

 

〔受
賞
挨
拶
〕 

 

越
知 

專 
氏 

 た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
越
知
專
で
ご

ざ
い
ま
す
。
と
に
か
く
大
変
色
々
な
方
か
ら
お
褒
め

の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
て
身
に
余
る
光
栄
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
こ
う
い
う
席
に
お
招
き

を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ご
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
け

る
と
い
う
こ
と
は
大
変
私
に
と
っ
て
幸
せ
な
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
う
い
う
会
場
に
お
招
き
を

い
た
だ
き
ま
し
て
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
な
が
ら
今

ま
で
の
思
い
出
み
た
い
な
も
の
を
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
け
れ
ば
光
栄
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
３

つ
の
思
い
出
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

１
つ
は
本
間
先
生
の
背
広
の
件
で
す
。
本
間
先
生

は
い
つ
も
紺
の
背
広
を
着
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ネ
ク

タ
イ
は
毛
糸
で
編
ん
だ
ネ
ク
タ
イ
。
こ
れ
を
い
つ
も

こ
の
服
で
、
冠
婚
葬
祭
す
べ
て
に
重
宝
す
る
よ
、
と
。

こ
れ
は
丸
栄
百
貨
店
に
勤
め
て
お
っ
た
卒
業
生
が

本
間
先
生
に
贈
っ
た
紺
の
背
広
上
下
で
、
こ
れ
を
一

生
大
事
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
本
間
先
生
は
学
生
か

ら
好
か
れ
、
尊
敬
さ
れ
、
そ
し
て
、
ま
た
先
生
自
身

も
学
生
を
愛
し
て
い
た
と
私
は
思
う
ん
で
す
。 

も
う
１
つ
は
本
間
先
生
の
胸
像
の
件
で
す
が
、
豊

橋
に
本
間
先
生
の
胸
像
を
作
ろ
う
と
。
そ
の
時
に
本

間
先
生
は
、
僕
は
外
に
置
か
れ
て
は
困
る
。
酸
性
雨

に
侵
さ
れ
た
銅
像
ほ
ど
み
じ
め
な
も
の
は
な
い
と

の
こ
と
で
し
た
か
ら
、
だ
か
ら
家
の
中
に
置
け
る
胸

像
と
し
て
、
愛
知
大
学
の
中
の
記
念
館
の
と
な
り
の

同
窓
会
館
の
中
の
正
面
入
っ
た
入
り
口
の
と
こ
に 
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配
置
し
ま
し
た
。
胸
像
を
作
る
時
も
日
展
出
身
者
の

方
に
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
評
判
が
良
く

て
、
同
窓
会
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
や
皆
さ
ん
が
本
間

先
生
の
胸
像
を
見
な
が
ら
、
愛
知
大
学
創
立
者
の
本

間
喜
一
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
入
っ
て
い
っ
た
り

見
て
い
っ
た
り
し
て
お
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
胸

像
も
１
つ
だ
け
で
は
寂
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
も
う

１
つ
を
作
り
ま
し
て
名
古
屋
校
舎
に
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
も
う
１
つ
は
本
間
さ
ん
の
生
誕
地
で
あ
る
川

西
町
に
寄
付
い
た
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
本
間
さ
ん

に
は
３
つ
の
胸
像
が
そ
ろ
っ
て
お
り
ま
す
。 

本
間
さ
ん
の
も
う
１
つ
話
を
す
る
と
、
正
義
の
味

方
と
い
う
根
性
で
、
正
義
の
味
方
で
す
。
子
ど
も
心

に
も
そ
う
い
う
お
話
は
色
々
聞
い
た
り
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
「
と
き
く
れ
ば
枯
れ
木
と
み
え
し

や
ま
か
げ
の
さ
く
ら
の
花
の
さ
き
に
お
い
つ
つ
」
と

い
う
句
を
本
間
先
生
が
私
に
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
何
か
っ
て
言
う
と
、
大
崎
の
干
潟
裁

判
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
干
潟
は
ど
こ
ま
で
土

地
権
利
が
あ
る
の
か
。
満
ち
潮
、
引
き
潮
に
よ
っ
て

干
潟
が
出
た
り
沈
ん
だ
り
、
多
く
出
た
り
す
る
こ
と

に
よ
る
問
題
で
、
裁
判
で
争
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
崎
の
島
民
の
人
た
ち
は
、
根
性
の
あ
る
人
た
ち
で

し
た
。
そ
の
時
に
本
間
さ
ん
が
う
た
っ
た
俳
句
が
、

先
の
「
と
き
く
れ
ば
枯
れ
木
と
み
え
し
や
ま
か
げ
の

さ
く
ら
の
花
の
さ
き
に
お
い
つ
つ
」
で
し
た
。
ど
う

い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
愛
知
県
が
あ
の
大
崎
の
海

岸
辺
り
に
企
業
を
誘
致
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
今

は
ト
ピ
ー
工
業
と
か
色
々
企
業
進
出
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
そ
こ
の
干
潟
を
有
効
活
用
し
よ
う
と
本
間

先
生
は
、
正
義
の
味
方
と
言
う
よ
り
も
、
そ
う
い
う

気
持
ち
で
干
潟
、
あ
る
い
は
漁
民
の
人
た
ち
の
味
方

を
買
っ
て
出
た
の
で
す
。
こ
の
干
潟
を
上
手
く
利
用

す
べ
く
、
自
分
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
大
崎
の

干
潟
裁
判
を
や
っ
た
の
で
す
。
今
は
ト
ピ
ー
工
業
が

あ
る
、
あ
あ
い
う
企
業
が
他
に
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

「
と
き
く
れ
ば
枯
れ
木
と
み
え
し
や
ま
か
げ
の
さ

く
ら
の
花
の
さ
き
に
お
い
つ
つ
」
と
、
今
の
そ
こ
の

と
こ
ろ
は
い
っ
ぱ
い
花
が
咲
く
よ
と
。
こ
れ
が
、
本

間
先
生
の
心
、
思
い
や
り
。
そ
れ
は
実
学
で
経
験
を

し
て
い
る
か
ら
よ
く
分
か
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、

も
っ
と
も
っ
と
愛
大
の
本
間
喜
一
を
知
っ
て
も
ら

う
努
力
を
し
な
き
ゃ
い
か
ん
。
例
え
ば
胸
像
を
作
る

に
つ
い
て
も
、
本
間
先
生
の
だ
け
じ
ゃ
い
か
ん
。
初

代
、
次
代
、
三
代
作
れ
。
愛
知
大
学
の
精
神
は
本
間

さ
ん
の
心
で
だ
け
じ
ゃ
い
か
ん
と
、
こ
う
思
っ
て
お

り
ま
す
。 

『
日
々
是
新
』
（
ひ
び
こ
れ
あ
ら
た
な
り
）
と
い

う
言
葉
。
こ
れ
は
１
９
６
４
年
。
も
う
３０
～
４０
年

も
前
に
私
に
書
い
て
く
れ
た
も
の
で
す
。
も
う
１
つ

書
い
て
く
れ
た
の
が
、
「
学
長
は
隠
し
ど
こ
ろ
の
毛

の
ご
と
し
、
あ
っ
て
普
通
、
な
く
て
間
に
合
う
」
と
。

本
間
先
生
が
昭
和
、
平
成
、
令
和
に
か
け
て
ど
う
い

う
よ
う
な
ご
意
見
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
か
。
３
つ
の

胸
像
も
あ
る
し
、
本
間
先
生
の
薬
師
岳
遭
難
事
件
時

に
対
す
る
考
え
方
は
「
人
命
は
地
球
よ
り
重
し
」
。

こ
れ
は
遭
難
し
た
時
の
学
生
た
ち
に
対
す
る
言
葉
。

こ
の
言
葉
が
朝
日
新
聞
、
中
日
新
聞
な
ど
、
ど
の
新

聞
に
も
で
か
で
か
と
書
か
れ
て
多
く
の
人
々
の
心

を
ゆ
さ
ぶ
り
、
愛
知
大
学
へ
の
支
援
に
つ
な
が
っ
た
。

こ
う
い
う
心
の
持
ち
主
で
あ
る
。
こ
う
い
う
本
間
さ

ん
の
言
葉
に
つ
い
て
も
っ
と
も
っ
と
語
録
を
作
っ

て
欲
し
い
。
愛
知
大
学
の
良
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。
本

間
先
生
に
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
こ
れ
か
ら

愛
知
大
学
は
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
っ
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
間
先
生
が
直
筆
で
書
い
て
く
れ

た
先
ほ
ど
の
２
つ
の
言
葉
（
「
日
々
是
新
」
と
「
学

長
は
隠
し
ど
こ
ろ
の
毛
の
ご
と
し
」
）
の
現
物
と
、

新
聞
記
事
の
コ
ピ
ー
を
持
っ
て
来
ま
し
た
の
で
、
こ

ち
ら
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
く
分
か
る

と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
堅
い
字
を
書
い
た
り
、
行

書
の
よ
う
な
字
を
書
い
た
り
、
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
も

堅
い
と
こ
も
含
め
た
本
間
先
生
の
度
量
と
い
う
も

の
を
身
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
今
日

の
会
合
の
目
的
は
愛
知
大
学
の
創
立
者
、
本
間
喜
一

の
精
神
を
少
し
で
も
学
び
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 
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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。 

第 29回 令 4(2022)年度 

記念賞 

令和 5年(2023)年 3月 7日 

嵯峨隆氏（静岡県立大学名誉教授） 

長年にわたり中国政治思想史の研究で多くの成果をあげてこられた。近年にお

いて日本におけるアジア主義研究にも関心を広げ、その文脈で東亜同文会初代会

長をつとめた近衞篤麿公の思想と行動の再評価に向けて研究を進め、その成果を

上梓された。 
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第 29回 令 4(2022)年度 

功労賞 

越知專氏（本間喜一顕彰会名誉会長、愛知大学元客員研究員） 

 東亜同文書院大学記念センターの運営発展ならびに本間喜一学長の顕彰に大

きく貢献。同センターの展示施設開設とともに運営委員として参画され、愛知大

学入学以来写真部員として撮りためた多くの記録写真や講義ノートを提供され、

展示方式などの充実化に努めた。本間先生への尊敬の念を熱く抱き、本間イズム

に強く共感し、本間学長展示室の充実化、何冊もの顕彰本の刊行、豊橋名古屋両

校舎と山形県川西町への本間先生胸像の寄贈、東北地方からの愛知大学入学生へ

の奨学金給付の実現、これらに伴う多額な寄付金の提供など、東亜同文書院大学

記念センターへの支援に惜しみなく力を注いでくださった。 
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荒
尾
東
方
斎
先
生
墓
参 

令
和
４
年
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30
日(

日) 

京
都
熊
野
若
王
子
神
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本
間
先
生
欽
慕
の
会 

令
和
４
年
５
月
８
日(

日)
 

東
京
小
平
霊
園 

小平霊園の本間家墓前に於いて、令和 4年 5月 8日（日）に、本間喜一先生の欽慕の会がありました。

村尾さんの司会のもと、一同礼拝、中尾浩副学長 藤田名誉教授のご挨拶のあと、般若心経 長江の水 月

影砕くる など高唱献じました。コロナ禍のため、直会はなく解散しました。欽慕の会には、いつも本間

先生のお人柄を想い乍ら、戦後の引き上げの御苦労、愛知大学創立など、多くの功績が思い出されます。

同窓生以外の参会者は、中尾浩副学長、藤田名誉教授、中野校友課長でした。親族のお方は、長女の殿岡

晟子さん、本間先生の孫・本間正人さんでした。           （昭和 33年卒 中島寛司 記） 
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根
津
山
洲
先
生
墓
参 

梅
花
忌 

令
和
５
年
２
月
18
日(

土) 

京
都
伏
見
の
月
橋
院 

ここ熊野若王子神社 春は桜、秋は紅葉の名所で南禅寺禅林院の守護神社として平安時代に建立された由

緒ある神社です。今年の東方斎荒尾精先生京都追悼式で6年間連続開催となりました、確かな愛知大学の源

流がこの地に存在していることを確信しております。今年は新型コロナウィルス感染が第七波として全国的

に感染急拡大のなかで、感染が危ぶまれ乍らも極力参加者を限って案内させて頂きましたが、想定外の総勢

33名の方々に参列いただくこととなりました、ここに厚く御礼申し上げます。そして追悼式後の直会は『南

禅寺順正』での開催となり、和やかな雰囲気で和気藹々とした直会となりました。来年の追悼式の時期には

コロナ感染症が治まっている事を念じております。            （昭和52年卒 有森茂生 記） 

 

【参加者】（順不同・敬称略） 

荒尾 元、角 眞由美、高橋 剛、八木 好郎、藤田 佳久、竹本 陽三、銭谷 欣吾、滝下 隆夫、堀田 庄三、 

有森 茂生、加納 寛、加藤 満憲、甲村 洋子、樋口 裕嗣、森 健一、中島 寛司、久里 和英、中澤 勇、 

潮田 哲男、鈴木 孝博、榊原 林、中村 泉、井上 誠之、石塚 晴久、桶川 秀志、青木 加代美、 

梶田 美枝子、木川 敬三、佐藤 武史、廣見 哲信、会田 正彦、中野 貴文、伊藤 綾子 計 33名 

 令和 5年 2月 18日（土）山洲根津一先生の法要墓参会『梅花忌』が、京都伏見 月橋院で行われました。

この法要は、毎年 2月 18日根津先生の祥月命日に墓所 月橋院(伏見区桃山町秦長老)にて昔から滬友会(東

亜同文書院同窓会)京阪神支部の方々が合い集い墓参していた行事を愛知大学同窓会が継承させて頂いて

おります。当日、愛知大学同窓会及び愛知大学教職員 計 23名が墓石及び墓地の清掃を行い、献花のうえ

香華を手向けました。法要は、午前 11時に本堂で根津一先生の遺影を掲げ御住職の読経に合わせ礼拝し、 

根津先生のご冥福をお祈りし皆さまのご健勝を折念させて頂きました。  （昭和 52 年卒 有森茂生 記） 

 

【参加者】（順不同・敬称略） 

八木 好郎、堀田 庄三、中島 寛司、鈴木 孝博、千賀 新三郎、中村 泉、射場 正治、加藤 正人、 

滝下 隆夫、佐藤 武史、松山 哲彦、銭谷 欣吾、岡崎 早苗、藤原 重治、竹本 陽三、小西 一英、 

日笠 羽司名、有森 茂生、川井 伸一、藤田 佳久、馬場 毅、加納 寛、中野 貴文 計 23名 
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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
金
沢
展
示
会
・講
演
会
を
開
催 

 

東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
金
沢
展
示
会
・
講
演
会
「
『
東
亜

同
文
書
院
」』
と
『
金
沢
』」
を
、
２
０
２
２
年
９
月
23
日
（
金
・
祝
）
～
９
月
25
日

（
日
）
の
３
日
間
、
石
川
県
政
記
念
し
い
の
き
迎
賓
館
に
て
開
催
し
ま
し
た
。 

９
月
24
日
（
土
）
に
は
講
演
会
を
開
催
し
、
脇
水
達
生
様
よ
り
「
東
亜
同
文
書
院

と
郷
土
（
石
川
県
・
金
沢
市
）
の
人
々
」
に
つ
い
て
、
藤
田
佳
久
名
誉
教
授
よ
り
「
中

国
の
近
代
化
と
東
亜
同
文
書
院
」
に
つ
い
て
、
加
納
希
美
様
よ
り
「
愛
知
大
学
現
代

中
国
語
学
部
創
設
期
に
お
け
る
熱
量
伝
播
の
諸
相
」
に
つ
い
て
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
講
演
会
で
は
、
東
亜
同
文
書
院
の
前
身
校
で
あ
る
日
清
貿
易
研
究
所
と
の
関
わ

り
や
東
亜
同
文
書
院
上
海
設
立
に
至
る
大
き
な
足
掛
か
り
と
な
っ
た
石
川
県
の
人

物
た
ち
、
そ
の
後
の
東
亜
度
同
文
書
院
の
県
費
と
い
う
制
度
の
始
ま
り
の
中
で
の
、

東
亜
同
文
書
院
と
石
川
県
・
金
沢
市
の
繋
が
り
に
つ
い
て
の
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
日
は
台
風
15
号
の
影
響
下
に
も
関
わ
ら
ず
、
３
日
間
で
合
計
145
名
の
方
々
に

ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

【
展
示
会
感
想
】 

・
難
し
い
国
際
情
勢
で
す
が
、
改
め
て
東
亜
同
文
書
院
が
メ
ジ
ャ
ー
な
評
価
を
さ
れ

る
世
の
中
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

・
そ
う
そ
う
た
る
人
々
の
書
が
特
に
印
象
的
だ
っ
た
。 

・
写
真
が
多
く
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。 

【
講
演
会
感
想
】 

・
日
清
貿
易
開
拓
に
か
か
わ
っ
た
石
川
県
の
人
々
を
確
認
で
き
た
。 

・
石
川
県
と
の
関
係
あ
る
人
々
に
つ
い
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ
か
っ
た
。 

・
明
快
で
解
り
良
か
っ
た
。
同
文
書
院
の
学
生
の
調
査
が
日
中
の
交
流
に
役
立
っ
た
。 

・
東
亜
同
文
会
が
日
本
政
府
の
支
援
な
し
で
ス
タ
ー
ト
し
た
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
日
清
戦
争
や
日
英
同
盟
の
よ
う
な
外
交
史
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
あ
る
程
度
理
解
で
き
ま
し
た
。 
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❷
名
誉
博
士 

平
松
礼
二
画
伯
特
別
展
覧
会
を
開
催 

第
４
回 
名
誉
博
士 

平
松
礼
二
画
伯
の
特
別
展
覧
会
を
２
０
２
２
年
11
月
12
日

（
土
）
～
11
月
19
日
（
土
）
の
８
日
間
、
大
学
記
念
館
２
階
に
て
開
催
し
ま
し
た
。 

平
松
先
生
か
ら
愛
知
大
学
に
寄
託
さ
れ
た
３
０
０
点
以
上
の
平
松
礼
二
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
中
か
ら
、
画
家
を
志
し
た
高
校
・
大
学
時
代
の
貴
重
な
デ
ッ
サ
ン
、
長
年
暮

ら
し
た
東
海
地
方
ゆ
か
り
の
作
品
、
ア
ジ
ア
・
欧
州
な
ど
世
界
で
制
作
し
た
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
シ
リ
ー
ズ
を
紹
介
。
ま
た
、
今
回
は
フ
ラ
ン
ス
芸
術
文
化
勲
章
シ
ュ
ヴ
ァ
リ

エ
を
受
勲
し
た
記
念
展
と
し
て
「
睡
蓮
」
の
数
々
を
展
覧
す
る
「
睡
蓮
の
間
」
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。 

初
日
と
な
る
11
月
12
日
（
土
）
は
、
平
松
先
生
の
講
演
会
「
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
受
勲

記
念≪

平
松
礼
二
講
演
会≫

」
が
開
催
さ
れ
、
２
０
２
０
年
に
完
成
し
た
全
長
90
ｍ

の
屏
風
14
点
制
作
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
が
明
け
切
っ
て
い
な
い
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
合
計
１
，
１
６
９

名
と
多
く
の
方
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
松
先
生
の
既
存
フ
ァ
ン
は
も
ち
ろ

ん
、
た
ま
た
ま
チ
ラ
シ
を
見
て
来
館
さ
れ
た
方
、
今
回
の
展
示
を
見
た
ご
友
人
に
勧

め
ら
れ
て
来
館
さ
れ
た
方
、
愛
知
大
学
の
教
員
・
生
徒
・
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
な
ど
、
皆
様

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
８
日
間
と
な
り
ま
し
た
。
平
松
先
生
が
愛
知
大
学
出
身
で

あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
な
い
方
も
多
く
、
愛
知
大
学
の
所
蔵
数
に
驚
か
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
回
は
愛
知
大
学
と
平
松
先
生
の
広
報
に
大
き
く
寄
与
し
た
展

示
会
と
な
り
ま
し
た
。 

          



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《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 


