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浅
沼
薫
奈
『
日
本
近
代
私
立
大
学
史
再
考
』

 

（
学
文
社
、
二
〇
一
九
年
、
二
二
四
頁
）

鈴
木
勇
一
郎

　

本
書
は
、
一
九
〇
三
年
の
専
門
学
校
令
に
よ
っ
て
、
一
定
の
基

準
を
満
た
し
た
私
立
学
校
が
大
学
の
名
称
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
を
、
日
本
の
私
立
大
学
が
成
立
し
て
い
く
上
で
重
要
な
時

代
と
捉
え
、
こ
の
時
期
に
「
私
立
大
学
が
実
態
と
し
て
い
か
に
準

備
さ
れ
た
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

は
じ
め
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
て
お
く
。

序　

章

第
一
章　

総
合
的
私
学
に
お
け
る
「
大
学
」
へ
の
志
向

　

第
一
節  

慶
應
義
塾
大
学

　

第
二
節　

早
稲
田
大
学

第
二
章　

私
立
法
律
学
校
の
躍
進
と
「
大
学
」
へ
の
転
換

　

第
一
節　

法
政
大
学

　

第
二
節　

明
治
大
学

　

第
三
節　

中
央
大
学

　

第
四
節　

専
修
大
学

　

第
五
節　

日
本
大
学

　

第
六
節　

立
命
館
大
学

第
三
章　

宗
教
系
私
学
に
お
け
る
「
大
学
」
の
設
立

　

第
一
節　

同
志
社
大
学

　

第
二
節　

立
教
大
学

　

第
三
節　

上
智
大
学

　

第
四
節　

駒
澤
大
学

　

第
五
節　

大
谷
大
学

　

第
六
節　

國
學
院
大
学

第
四
章　

単
一
学
部
の
「
大
学
」
設
立

　

第
一
節　

拓
殖
大
学

　

第
二
節　

東
洋
大
学

終　

章

　

周
知
の
よ
う
に
、
一
八
八
六
年
の
帝
国
大
学
令
の
制
定
以
降
、

長
ら
く
政
府
が
正
式
に
「
大
学
」
と
し
て
認
め
て
き
た
の
は
、
東

京
を
は
じ
め
と
す
る
帝
国
大
学
、
つ
ま
り
官
立
の
総
合
大
学
に
限

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
大
勢
の
私
立
や
公
立
、
官
立
で
も
単
科
の

高
等
教
育
機
関
は
い
ず
れ
も
「
大
学
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。

　

そ
れ
が
一
九
〇
三
年
に
、
こ
う
し
た
高
等
教
育
機
関
を
政
府
が

「
専
門
学
校
」
と
し
て
認
可
す
る
専
門
学
校
令
を
制
定
し
た
際
、

予
科
の
設
置
な
ど
、
い
く
つ
か
の
基
準
を
満
た
し
た
学
校
に
「
大

学
」
の
名
称
を
名
乗
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
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こ
の
時
か
ら
大
学
令
の
制
定
に
よ
り
私
立
大
学
な
ど
が
正
式
に
大

学
と
し
て
認
可
さ
れ
る
道
が
開
け
る
ま
で
の
時
期
を
「「
大
学
」

名
称
期
」
と
規
定
す
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
は
私
学
の
大
学
昇
格
要
求
へ
の

「
緩
衝
措
置
」
の
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
私

立
学
校
な
ど
の
大
学
設
置
要
求
に
直
面
し
た
文
部
省
が
当
面
の
弥

縫
策
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
が
、
大
学
の
名
前
を
名
乗
る
こ
と
を

許
す
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
著
者
は
、
こ
う
し
た
評
価
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
行
政
側

か
ら
の
観
点
に
捉
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
と
し
て
、
疑
問
を
呈
す
る
。

多
く
の
私
立
学
校
の
沿
革
史
に
接
し
て
き
た
著
者
は
、
私
立
大
学

側
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
時
期
こ
そ
が
専
門
学
校
か
ら
大
学
へ
の

実
質
的
な
転
換
点
だ
っ
た
と
い
う
認
識
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
著

者
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
各
私
学
は
、
学
科
課
程
の
改
善
充

実
、
施
設
の
拡
充
、
学
内
諸
制
度
の
整
備
を
推
し
進
め
て
き
た
と

い
う
。
そ
の
上
で
、
大
学
令
公
布
以
降
、
私
立
大
学
の
設
立
認
可

が
急
速
に
進
ん
だ
の
は
、
私
学
側
で
す
で
に
大
学
化
に
向
け
た
準

備
が
進
ん
で
い
た
か
ら
と
す
る
。

　

大
学
令
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
立
大
学
に
も
制
度
上
も
正
式
に

大
学
と
な
る
道
が
開
か
れ
た
が
、
文
部
省
に
よ
る
大
学
の
認
可
に

は
、
供
託
金
の
納
付
や
専
任
教
員
の
配
置
な
ど
、
厳
し
い
条
件
が

存
在
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
私
立
大
学
の
組
織
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

は
ど
う
し
て
も
政
府
の
規
制
に
縛
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

大
学
令
下
の
私
立
大
学
は
「
疑
似
帝
国
大
学
」
へ
の
変
容
を
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
「
大
学
」
名
称
期
に
、
専
門
学
校
令
に
よ
る
大
学
の
名

称
を
名
乗
る
こ
と
に
対
し
て
、
政
府
に
よ
る
制
約
は
比
較
的
少
な

か
っ
た
。
従
っ
て
大
学
開
設
を
め
ざ
す
各
私
立
学
校
に
と
っ
て
大

学
名
称
期
は
、
独
自
の
大
学
モ
デ
ル
を
模
索
し
、
教
育
理
念
や
理

想
を
追
求
し
た
時
期
で
あ
り
、
正
規
の
大
学
へ
の
一
歩
を
踏
み
出

す
た
め
の
、
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
自
ら
が
数
多
く
の
私
学
の
沿
革
史
に
接
し
て
き
た
経

験
か
ら
、
こ
の
時
期
に
各
私
学
は
学
内
諸
制
度
の
整
備
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
改
善
・
充
実
、
施
設
の
充
足
な
ど
が
進
ん
だ
こ
と
に

着
目
す
る
。
こ
う
し
た
各
学
校
の
建
学
理
念
、
教
育
方
針
、
教
育

実
態
や
制
度
の
変
化
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
事
例
に
沿
っ
た
実

証
的
な
分
析
を
積
み
重
ね
、
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
私
学
が
ど

の
よ
う
な
「
大
学
」
を
め
ざ
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

各
大
学
史
の
編
纂
に
携
わ
る
場
合
、
基
本
的
に
は
自
ら
の
学
校

の
来
歴
に
関
心
が
集
中
し
、
他
校
と
比
較
し
て
そ
の
特
質
や
共
通

性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
志
向
に
乏
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事

象
が
ど
の
程
度
特
徴
的
な
の
か
否
か
は
、
他
者
と
の
比
較
を
通
じ

て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
だ
。

　

著
者
は
、
①
早
稲
田
、
慶
應
義
塾
②
法
律
学
校
③
宗
教
系
学
校

④
単
一
学
部
の
学
校
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
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に
向
け
た
取
り
組
み
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特
徴

を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
は
、
非
常
に

時
間
と
手
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
評
者
も
本
書
を
読
む
こ
と

で
初
め
て
知
っ
た
こ
の
時
期
の
各
学
校
の
取
り
組
み
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
各
学
校
の
歴
史
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
創
立

期
に
関
心
が
集
中
し
が
ち
で
あ
り
、
学
校
の
実
質
が
充
実
し
て

い
っ
た
時
期
の
変
容
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
本
書
は
大
学
史
の
編
纂
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
、
非

常
に
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

　

と
は
い
え
通
読
し
て
感
じ
た
の
は
、
各
学
校
の
動
向
に
つ
い
て

の
具
体
的
な
記
述
は
基
本
的
に
浅
く
、
全
体
と
し
て
は
「
沿
革
」

の
確
認
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。
ま

た
、
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
の
「
大
学
」
名
称
期
に

分
析
の
対
象
を
設
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の

学
校
に
つ
い
て
は
、
創
立
期
か
ら
の
変
遷
に
重
き
を
置
い
て
い
る

よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
か
ら
の
連
続
の
中

で
捉
え
な
け
れ
ば
特
質
を
と
ら
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
な

の
だ
が
、
そ
の
分
叙
述
が
散
漫
に
な
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
実
際
、
立
教
学
院
に
関
わ
る
部
分
で
も
、
基
本
的
に
は

こ
れ
ま
で
の
沿
革
史
類
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い

る
。

　

著
者
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
乗
り
え
る
た
め
、
各
学
校
の
資
料

室
等
で
公
開
さ
れ
て
い
る
学
内
史
料
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
た
が
、
実
際
に
は
一
部
に
と
ど
ま
り
、
現
実
に
は
各
学

校
の
年
史
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
以
前
に
比
べ
れ
ば
各
私
立
大
学
に
お
け
る
学
内
史

料
の
公
開
は
進
ん
で
き
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
な
か
な
か

制
約
が
多
い
の
が
実
情
だ
。
一
五
〇
年
史
の
編
纂
を
進
め
て
い
る

立
教
学
院
に
お
い
て
も
、
今
後
一
層
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。


