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は
じ
め
に

　
戦
後
、
立
教
大
学
文
学
部
史
学
科
の
教
員
で
あ
っ
た
、
大
久
保
利

謙
に
関
す
る
論
集
、『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
―
史
学
史
と
し

て
の
大
久
保
利
謙
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
大
久
保
利
謙
は
、
本
書
の
序
論
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
近
代
史
研
究
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
国
立
国
会
図
書
館

憲
政
資
料
室
の
創
設
に
関
わ
る
な
ど
、
近
代
史
研
究
の
た
め
の
史
料

環
境
の
整
備
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
立
教
大
学
に
と
っ

て
は
、
最
初
の
日
本
近
代
史
担
当
教
員
で
あ
り
、
そ
の
蔵
書
は
、「
大

久
保
利
謙
文
庫
」
と
し
て
立
教
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。

　
本
書
は
、
こ
の
大
久
保
利
謙
と
い
う
一
人
の
人
物
に
光
を
当
て
、

彼
が
整
備
に
関
わ
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
素
材
と
し
て
、
史
学
史
・

史
料
論
・
蔵
書
論
と
い
っ
た
多
彩
な
観
点
を
交
え
て
、
日
本
近
代
史

研
究
の
誕
生
を
描
き
だ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
ま
れ
て
お
り
、
非

常
に
興
味
深
い 

。

　
筆
者
は
、
立
教
大
学
大
学
院
で
学
び
、
そ
の
後
、
立
教
大
学
を
含

む
立
教
学
院
の
歴
史
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
面
識

は
な
い
も
の
の
、「
大
久
保
利
謙
」
と
い
う
存
在
に
触
れ
る
機
会
は
、

た
び
た
び
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
大
学
院
の
指
導
教
授
で
あ
る
粟
屋
憲
太
郎
先
生
の
ゼ
ミ

で
は
、
藤
原
彰
先
生
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）
が
レ
ク
チ
ャ
ー
に
来

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
、
歴
史
家
と
し
て
の
大
久
保
「
リ
ケ

ン
」
先
生
に
つ
い
て
、
華
族
出
身
な
ら
で
は
の
逸
話
と
と
も
に
、
貴

　
報
告
一

　
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

　
　
―
教
員
個
人
・
学
術
研
究
を
扱
う
難
し
さ
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重
な
話
を
伺
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
立
教
学
院
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

る
「
大
久
保
利
謙
文
庫
」
に
お
世
話
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
』
の
編
纂
で
は
、
新

制
大
学
の
専
任
教
員
一
覧
の
作
成
を
担
当
し
、
大
久
保
利
謙
の
立
教

で
の
在
任
期
間
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
２
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
家
と
し
て
の
大
久
保
利
謙
に
注
目
し
、
そ

の
学
術
研
究
に
つ
い
て
、立
教
学
院
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
、

掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
を
持
ち
得
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
立
教
大
学
文
学
部
史
学
科
の
一
人
の
教

員
に
焦
点
を
当
て
た
本
書
の
登
場
は
、
興
味
深
い
と
い
う
以
上
に
、

立
教
学
院
史
に
関
わ
る
身
と
し
て
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
。

大
学
に
関
す
る
資
料
を
扱
う
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
い
て
も
、
大

学
に
と
っ
て
基
本
的
な
機
能
で
あ
る
、
学
術
研
究
に
関
す
る
資
料
は

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
員
の
研
究
資
料
の
扱
い
や
、
学
術
研
究

の
成
果
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る

の
が
実
情
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
小
論
で
は
、大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
状
を
確
認
し
つ
つ
、

実
際
の
現
場
に
お
い
て
、
教
員
個
人
や
そ
の
学
術
研
究
を
扱
う
こ
と

の
難
し
さ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
本
書
の
持
つ

意
義
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

一  

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
状

（
一
）
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
広
が
り

　
近
年
、
大
学
に
お
い
て
は
、
年
史
編
纂
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
大

学
関
係
資
料
を
扱
う
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
け
る
動
き
が
、
少
し

ず
つ
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
（
３
）
。
ま
た
、
そ
う
し
た
動
き
と
連
動
し

て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
活
用
し
た
自
校
史
教
育
の
展
開
や
、
大
学
の

歴
史
に
関
す
る
展
示
活
動
な
ど
も
活
発
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
特
に
、
国
立
大
学
に
お
い
て
は
、「
国
立
公
文
書
館
等
」
の
指
定

を
受
け
た
文
書
館
を
設
置
す
る
動
き
が
、
旧
帝
国
大
学
の
枠
を
越
え

て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
一
二
大
学
を
数
え
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
（
４
）
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
二
〇
〇
一
年
施
行
の
「
情
報
公

開
法
」、
二
〇
一
一
年
施
行
の
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
っ
た
法
律

が
「
後
押
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
学
の
中
で
制
度
的
に
位
置
づ

い
た
組
織
と
な
っ
て
い
る
点
が
、
大
き
な
変
化
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
私
立
大
学
に
お
い
て
も
、
大
学
の
歴
史
的
資
料
を

所
蔵
す
る
機
関
を
持
つ
大
学
は
、
か
な
り
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

大
学
史
に
関
す
る
情
報
交
換
と
研
究
、
並
び
に
会
員
相
互
の
質
的
向

上
と
交
流
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
「
全
国
大
学
史
資

料
協
議
会
」
に
は
、
東
日
本
部
会
に
六
七
機
関
、
西
日
本
部
会
に

三
三
機
関
が
会
員
登
録
を
し
て
い
る
（
５
）
。
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し
か
し
、
法
律
に
よ
る
裏
付
け
の
な
い
私
立
大
学
の
場
合
、
個
々

の
大
学
の
事
情
を
背
景
と
し
て
設
置
さ
れ
る
た
め
、
国
立
大
学
の
文

書
館
と
は
、
か
な
り
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
。
資
料
所
蔵
機
関
の
名

称
に
注
目
し
て
み
て
も
、「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」「
資
（
史
）
料
セ
ン
タ

ー
」「
資
（
史
）
料
室
」「
歴
史
資
料
館
」「
資
料
編
纂
室
」「
編
纂
室
」

「
研
究
セ
ン
タ
ー
」「
歴
史
館
」「
教
育
研
究
所
」「
資
料
課
」「
博
物
館
」

「
記
念
館
（
室
）」「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」「
展
示
館
」
と
い
っ
た
具
合
に
、

多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
６
）
。

　
広
島
大
学
文
書
館
長
で
あ
っ
た
小
池
聖
一
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
、
以
下
の
四
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
（
７
）

。

　
①
公
文
書
館
型

公
文
書
管
理
法
が
契
機
と
な
り
、
大
学
の
文
書
管
理
業
務
と
連

携
を
と
っ
た
形
で
設
置

　
②
年
史
編
纂
型

年
史
編
纂
事
業
が
終
了
し
た
後
、
集
積
さ
れ
た
資
料
の
保
存
・

管
理
・
公
開
を
目
的
に
設
置

　
③
創
立
者
・
創
立
経
緯
重
視
型

大
学
の
創
設
者
お
よ
び
創
立
経
緯
を
重
視
し
て
設
置

　
④
同
窓
会
対
応
型

大
学
の
同
窓
会
・
校
友
会
等
を
基
盤
と
し
て
設
置

　
こ
の
う
ち
、
設
立
経
緯
と
し
て
最
も
多
い
の
は
、
②
の
「
年
史
編

纂
型
」
で
あ
る
。
年
史
編
纂
事
業
は
、
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
実

施
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
後
継
事
業
と
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
す

る
場
合
、
組
織
的
な
継
続
性
が
あ
り
、
全
学
的
な
合
意
も
得
や
す
い

と
い
う
特
徴
に
よ
る
が
、そ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
も
な
け
れ
ば
、

設
置
そ
の
も
の
が
難
し
い
と
い
う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
①
の
「
公
文
書
館
型
」
は
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
国
立
公

文
書
館
等
」
と
な
っ
て
い
る
国
立
大
学
に
見
ら
れ
る
形
態
で
あ
る
。

　
③
の
「
創
立
者
・
創
立
経
緯
重
視
型
」
は
私
立
大
学
に
多
く
見
ら

れ
、
④
の
「
同
窓
会
対
応
型
」
は
、
ま
だ
あ
ま
り
例
は
な
い
よ
う
だ

が
、
同
窓
会
や
校
友
会
と
の
連
携
関
係
を
強
く
す
る
こ
と
で
、
入
学

者
や
就
職
情
報
な
ど
の
貴
重
な
情
報
源
の
獲
得
に
つ
な
が
る
、
と
さ

れ
る 

。

　
立
教
学
院
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、一
九
九
九
年
度
を
も
っ
て『
立

教
学
院
百
二
十
五
年
史
』の
編
纂
が
終
了
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

翌
二
〇
〇
〇
年
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
立
教

学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
を
立
教
大
学
に
設
置
し
て
い
る
（
８
）
。
年
史
編

纂
事
業
の
「
終
幕
」
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
②
の
「
年
史

編
纂
型
」
に
該
当
す
る
。
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
①
の
公
文
書
館
型

の
よ
う
に
、
法
人
の
事
務
文
書
等
を
、
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
移
管
で

き
る
よ
う
な
形
を
目
指
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
実
現
し
な
か
っ
た
（
９
）
。

そ
の
一
方
で
、
立
教
の
歴
史
に
か
か
わ
る
研
究
、
教
育
へ
の
還
元
な

ど
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
二
〇
一
四
年
に
は
、
経
営
法
人
で
あ
る
立
教
学
院
に
、「
立
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教
学
院
展
示
館
」
を
設
置
し
て
い
る）
（1
（

。
立
教
の
建
学
の
精
神
と
、
そ

の
歩
ん
で
き
た
道
を
展
示
す
る
施
設
で
あ
る
た
め
、
博
物
館
と
し
て

の
性
格
も
持
っ
て
い
る
が
、
役
割
と
し
て
は
、
立
教
各
校
の
自
校
史

教
育
の
場
と
な
り
、
広
く
一
般
に
対
し
て
も
情
報
発
信
を
行
っ
て
い

く
場
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
所
蔵
資
料
は
、
主
に
卒
業
生
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
③

の
「
創
立
者
・
創
立
経
緯
重
視
型
」
と
、
④
の
「
同
窓
会
対
応
型
」

の
両
方
の
要
素
を
持
っ
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
も
言
え
る
。

（
二
）
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
役
割

　「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
少
し
ず
つ
浸
透

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
果
た
し
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
に
対
す
る
理
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
日
本
で
の
一

般
的
な
理
解
で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
、
古
い
歴
史
資
料
で
あ
り
、

そ
の
古
い
歴
史
資
料
を
収
め
る
倉
庫
の
よ
う
な
も
の
、「
歴
史
資
料

館
」
の
よ
う
な
も
の
、
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
機
能
も
含
ま
れ
る

が
、
本
来
の
役
割
は
、
決
し
て
そ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
国

立
公
文
書
館
の
常
任
理
事
で
あ
っ
た
大
濱
徹
也
氏
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る）
（（
（

。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
何
か
と
い
う
な
ら
ば
、
開
か
れ
た
構
造
を
維

持
・
保
障
し
て
い
く
た
め
に
組
織
が
営
ん
だ
、
そ
の
諸
活
動
を

支
え
た
知
的
な
生
産
物
を
体
系
的
に
次
の
世
代
に
伝
え
る
こ
と

で
、
組
織
を
効
率
的
・
合
理
的
に
運
営
し
、
組
織
に
活
力
を
も

た
ら
す
た
め
の
管
理
さ
れ
た
情
報
、
あ
る
い
は
資
源
と
し
て
の

情
報
を
司
る
機
関
、
知
と
情
報
を
担
う
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の

府
と
も
い
う
べ
き
も
の

　
さ
ら
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
使
命
（
責
務
）
を
、
次
の
三
点
に
整

理
し
て
い
る）
（1
（

。

①
国
家
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
企
業
・
学
校
な
ど
、
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
存
立
母
体
と
な
っ
て
い
る
諸
組
織
の
記
録
を
体
系
的
に
残

し
、組
織
の
円
滑
か
つ
適
切
な
る
運
営
と
継
続
性
を
保
障
す
る
。

②
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
い
か
な
る
状
況
に
な
ろ
う
と
も
、
記
憶
の

宮
殿
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
記
憶
、
国
家
・
民
族
の
な
か

で
無
化
さ
れ
た
記
憶
を
蘇
生
し
、
共
有
す
る
場
を
用
意
す
る
責

務
。

③
記
憶
を
蘇
生
せ
し
め
る
知
の
遺
産
を
継
承
す
る
器
で
あ
り
続
け

る
こ
と
で
、
多
様
な
る
情
報
資
源
の
保
管
庫
た
る
責
務
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
は
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
、
欧
米
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
取
り
入
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
中
で
、
図
書

館
や
博
物
館
な
ど
は
、
広
く
社
会
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

般
の
人
々
が
利
用
す
る
施
設
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
文
書
館
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

社
会
的
な
認
知
度
は
低
く
、
そ
の
利
用
者
も
、
歴
史
研
究
者
や
歴
史
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に
関
心
の
あ
る
、
ご
く
一
部
の
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
日
本
の
状
況
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
わ
る
人
々
、
利

用
す
る
人
々
の
意
識
が
、「
歴
史
」
と
い
う
も
の
に
偏
っ
て
い
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、「
歴
史
」

の
み
に
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
日
々
生
み

出
し
て
い
る
記
録
を
、
作
成
段
階
か
ら
管
理
し
、
選
別
・
保
存
し
て

い
く
営
み
を
担
い
、
組
織
の
構
成
員
す
べ
て
に
開
か
れ
る
と
と
も

に
、
組
織
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
「
組
織
の
貌か
お

」
と
も

な
り
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る）
（1
（

。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
日
本

で
は
、
ほ
と
ん
ど
実
現
し
て
お
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
「
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
文
化
」
を
い
か
に
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

が
、
現
在
、
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
課
題
と
も
言
え
る
。

　
さ
て
、こ
う
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
使
命
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
、

「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
そ
の
営
み
は
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
の
大
濱
氏
の
言
葉

を
借
り
る
と
、
お
お
よ
そ
、
次
の
諸
点
が
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
求

め
ら
れ
る
課
題
と
言
え
よ
う）
（1
（

。

①
歴
史
編
纂
事
業
の
終
幕
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
く
ら
れ
た
歴
史

を
、
新
た
に
つ
く
り
替
え
て
い
く
場
と
位
置
付
け
る

②
大
学
の
組
織
運
営
の
効
率
と
向
上
を
は
か
る
器
と
な
る

③
文
化
的
な
営
み
を
支
え
る
場
を
め
ざ
す
意
味
で
、
研
究
・
教
育

の
質
を
保
障
す
る
（
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
残
さ
れ
た
記
録
を

も
と
に
、
大
学
の
研
究
と
は
、
教
育
と
は
何
か
を
、
常
に
問
い

質
す
）

④
卒
業
生
・
教
職
員
・
学
生
の
諸
権
利
に
関
す
る
証
し
、
根
拠
と

な
る

⑤
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
経
営
・
戦
略
の
府
と
な
る

　
こ
の
よ
う
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
大
学

が
生
成
し
た
記
録
を
体
系
的
に
残
し
、
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
組
織
運

営
に
寄
与
し
、
研
究
・
教
育
等
の
「
検
証
の
器
」
と
な
る
こ
と
、
そ

し
て
、
大
学
の
構
成
員
す
べ
て
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

  

（
三
）
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動

　
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
大
学
の
歴
史
に
か
か
わ
る
記
録
・
資
料
を
基
盤
と
し
て
な
さ
れ
る

た
め
、
そ
う
し
た
資
料
の
収
集
、
整
理
、
保
存
が
核
と
な
る
。
特
に
、

国
立
大
学
に
見
ら
れ
る
「
公
文
書
館
型
」
で
は
、
法
人
文
書
を
受
け

入
れ
、
公
開
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、「
年
史
編
纂
型
」
に
お
い
て
は
、
大
学
史
の
調
査
・
研
究
、

編
纂
も
、
引
き
続
き
、
重
要
な
業
務
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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近
年
で
は
、
こ
う
し
た
業
務
に
加
え
、
自
校
史
教
育
の
展
開
、
展
示

会
の
開
催
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
等
の
実
施
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

サ
ー
ビ
ス
、
出
版
物
等
の
編
集
・
刊
行
な
ど
、
実
に
多
様
化
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
方
向
性
も
、
大
学
内
へ
向
け
た
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
受
験
生
・
保
護
者
へ
の
情
報
発
信
、
校
友
へ
の
サ
ー
ビ
ス
、
地

域
貢
献
・
社
会
連
携
な
ど
、
学
外
へ
も
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　
私
立
大
学
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
歴
史
や
伝
統
、
学
内
事

情
を
背
景
と
し
て
設
置
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
あ
り
様
は
実
に
さ
ま
ざ

ま
で
、
組
織
内
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
役
割
も
、
業
務
の
重
点
の
置

き
方
も
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
に
確
認
し
た
よ

う
に
、
組
織
名
称
も
、
か
な
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
活
動
を
支
え
る
体
制
面
に
目
を
向
け

る
と
、
組
織
的
な
不
安
定
さ
や
、
予
算
・
人
員
が
極
め
て
限
ら
れ
て

い
る
な
ど
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
置
か
れ
た
厳
し
い
現
実
に
、
共

通
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
大
濱
氏
が
指
摘
す
る
課
題
を
ク
リ
ア
で

き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
点
の
改
善
が
必
要
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。  

二 

教
員
の
研
究
資
料
の
扱
い

 

（
一
）
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
収
集
資
料

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
活
動
の
基
盤
と
な
る

の
は
、大
学
に
関
わ
る
記
録
・
資
料
で
あ
る
が
、「
何
を
」、「
ど
こ
ま
で
」

収
集
し
、
保
存
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
が
あ
る
。

　
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
す
る
寺
﨑
昌
男
氏
の
先
駆
的
な
研
究
で

は
、
世
界
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
調
査
・
研
究
を
も
と
に
、
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
収
集
さ
れ
て
い
る
資
料
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る）
（1
（

。

①
大
学
運
営
の
歴
史
を
示
す
公
的
文
書
、
簿
冊
、
事
務
記
録
、
そ

の
他
の
文
書

②
大
学
内
諸
機
関
の
議
事
録
、
意
見
書
、
答
申
、
報
告
書
等

③
大
学
の
刊
行
す
る
年
報
、
要
覧
、
雑
誌
、
新
聞
、
広
報
紙
誌
等

④
大
学
卒
業
生
の
卒
業
証
書
、
ア
ル
バ
ム
、
講
義
ノ
ー
ト
、
伝
記
、

書
簡
等
々
（
と
く
に
当
該
大
学
に
関
係
あ
る
も
の
）

⑤
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
職
員
等
の
私
蔵
す
る
文
書
類
の
う
ち
、

と
く
に
大
学
に
関
係
す
る
も
の

⑥
大
学
設
立
者
、
寄
附
者
、
卒
業
生
な
ど
関
係
者
の
文
書

⑦
大
学
の
歴
史
を
示
す
記
章
、門
標
、記
念
品
、ト
ロ
フ
ィ
ー
、旗
、

制
服
、
制
帽
、
印
璽
等
々
の
物
品
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⑧
大
学
に
関
す
る
写
真
、
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
フ
ィ
ル
ム
等

⑨
大
学
史
に
関
す
る
諸
刊
行
文
献

⑩
学
問
的
な
意
味
を
も
つ
実
験
器
具
、
研
究
室
製
作
品
、
報
告
書
等

　
こ
の
う
ち
、
基
幹
部
分
は
①
～
⑥
の
文
書
資
料
で
あ
り
、
⑦
⑧
等

の
記
念
的
物
品
、
視
聴
覚
資
料
な
ど
を
収
集
・
保
存
す
る
と
こ
ろ
に
、

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
特
色
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
具
体
的
な
指
標
は
、個
別
の
大
学
の
枠
を
越
え
た
「
モ
デ
ル
」

と
し
て
の
役
割
を
長
く
果
た
し
て
き
た）
（1
（

。
そ
の
後
、
文
書
館
学
・
史

料
管
理
学
な
ど
の
研
究
が
進
展
す
る
な
か
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
扱

う
資
料
を
、「
組
織
資
料
」
と
「
歴
史
資
料
一
般）
（1
（

」、「
組
織
運
営
の

た
め
の
文
書
」
と
「
＋
α）
（1
（

」
と
い
っ
た
二
分
法
で
捉
え
る
考
え
方
が

普
及
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
と
い
う
「
親
機
関
」
が
組

織
運
営
の
た
め
に
作
成
、
収
受
、
蓄
積
し
た
資
料
を
「
核
」
と
し
、

そ
れ
以
外
の
資
料
を
、
個
々
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
独
自
に
収
集
す
る

「
＋
α
」
と
捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
。

  （
二
）
教
員
の
私
蔵
資
料

　
こ
の
よ
う
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
基
本
的
な
目
的
を
、
大
学

の
組
織
運
営
に
関
わ
る
資
料
を
保
存
す
る
、
と
い
う
点
に
置
く
場

合
、
そ
れ
に
関
わ
る
事
務
文
書
が
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
扱
う
べ

き
「
核
」
の
資
料
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
務
文
書

と
は
異
な
る
、
教
員
が
私
蔵
す
る
資
料
は
、「
＋
α
」
と
な
り
、
収

集
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
判
断
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
先
の
寺
﨑
氏
の
指
標
⑤
で
も
、
教
員
の
私
蔵
す
る
資
料
は
基
幹

部
分
の
資
料
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
と
く
に
大
学
に
関
係
す
る
も
の
」

と
の
限
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
教
員
個
人
に
関
わ
る
研
究
資
料
は
、

射
程
範
囲
外
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
扱
う
組
織
運
営
の
た
め
の
事
務
文

書
に
は
、
現
用
か
ら
非
現
用
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ
り
、
そ

れ
に
応
じ
た
管
理
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
教
員
の
研
究
活
動
に

よ
っ
て
発
生
し
た
様
々
な
資
料
を
、
そ
う
し
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で

捉
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
研
究
資
料
そ
れ
自
体

は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
な
い
と
さ
れ
る）
（1
（

。

　
と
は
言
え
、「
＋
α
」
と
さ
れ
る
教
員
の
私
蔵
資
料
を
受
け
入
れ

た
り
、
退
職
教
員
に
資
料
の
寄
贈
を
呼
び
か
け
た
り
し
て
い
る
大
学

も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う）
11
（

。
教
員
の
私
蔵
資
料
の
場
合
、
研
究
資
料

だ
け
で
は
な
く
、
大
学
行
政
に
関
す
る
資
料
や
、
教
育
活
動
に
関
す

る
資
料
が
混
在
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
資
料
に
対
す
る

関
心
の
方
が
、
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
大
学
の
創
立
や
存
立
に
密
接
に
関
係
す
る
よ
う
な
研

究
分
野
で
あ
れ
ば
、
研
究
資
料
へ
の
関
心
も
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
理
由
で
も
な
い
場
合
、
果
た
し
て
、
ど

れ
ほ
ど
の
関
心
が
、研
究
資
料
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
学
問
研
究
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
多
岐
に
渡
る
。
総
合
大
学
で
あ
れ
ば
、
な
お
更
で
あ
る
。
収
蔵

ス
ペ
ー
ス
や
人
的
資
源
な
ど
、
物
理
的
な
限
界
を
抱
え
る
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
が
、
研
究
資
料
を
扱
う
と
し
て
も
、
そ
の
範
囲
は
、
極
め

て
選
択
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
、実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
三
）
図
書
館
・
博
物
館
と
の
関
係

　
研
究
資
料
を
含
む
教
員
の
私
蔵
資
料
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
大
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
図
書
館
や
大
学
博
物
館
と
連

携
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。

　
図
書
館
は
図
書
資
料
、
博
物
館
は
実
物
資
料
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は

文
書
資
料
と
い
っ
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
扱
う
資
料

に
は
形
態
上
の
違
い
が
あ
る
。
一
方
、教
員
の
研
究
資
料
の
場
合
も
、

図
書
、
文
書
資
料
が
中
心
と
な
る
が
、
研
究
分
野
に
よ
っ
て
は
、
実

物
資
料
も
存
在
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
資
料
の
形
態
の
問
題
に
注
目
し
て
見
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
適
性
の
異
な
る
三
者
の
連
携
が
可
能
と
な
れ
ば
、
理
想
的
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
資
料
に
は
、
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
も
重
要
な

意
味
が
あ
る
。
形
態
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
バ
ラ
バ
ラ
に
管
理
す
れ

ば
よ
い
、
と
い
う
単
純
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で

あ
る
。

　
し
か
し
実
際
に
は
、
大
学
図
書
館
に
は
、「
大
久
保
利
謙
文
庫
」

の
よ
う
に
、
教
員
の
蔵
書
を
中
心
と
し
た
資
料
が
文
庫
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
か
な
り
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
総
合

博
物
館
な
ど
で
は
、
教
員
の
研
究
成
果
や
実
験
器
具
な
ど
の
実
物
資

料
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
際
、
図
書
や
文
書
資

料
と
の
関
係
性
は
、ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
同
様
、
図
書
館
・
博
物
館
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

目
的
が
あ
り
、
大
学
内
で
果
た
す
べ
き
役
割
も
異
な
る
。
そ
う
し
た

違
い
が
、
学
内
に
お
け
る
「
棲
み
分
け
」
を
可
能
に
し
て
い
る
と
も

言
え
る
。

　
こ
う
し
た
違
い
を
前
提
と
し
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
連
携
が
可
能

な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
お
そ
ら
く
、
現
場
だ
け
で
は
な
く
、
大
学

全
体
と
し
て
共
有
す
べ
き
課
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
大
学
に
と
っ
て「
研
究
」は
、欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
機
能
で
あ
る
。

そ
の
重
要
な
営
み
に
つ
い
て
、「
何
を
」、「
ど
こ
ま
で
」
残
す
の
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
ど
こ
が
」、「
ど
の
よ
う
に
」
扱
う
の
か
、
全
学

的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三 

教
育
個
人
と
そ
の
学
術
研
究
の
扱
い

（
一
）
関
心
の
方
向
性
と
人
選
の
問
題

　
大
学
の
歴
史
の
中
に
、
特
定
の
個
人
や
団
体
を
ど
の
よ
う
に
取
り

上
げ
、
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
悩
ま
し
い
問
題
で
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あ
る
。

　
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
組
織
運
営
に
関
わ
る
資
料
を
基
盤
と
し

て
い
る
よ
う
に
、
大
学
史
研
究
も
ま
た
、
組
織
と
し
て
の
歩
み
、
基

本
的
な
動
向
と
い
う
面
に
、ま
ず
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
は
、
創
設
者
や
そ
の
協
力
者
、
建
学
の
精
神

に
関
わ
る
人
物
、
要
職
を
務
め
た
人
物
な
ど
、
大
学
の
組
織
運
営
に

大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
人
物
が
中
心
と
な
る
。

　
少
し
古
い
も
の
に
な
る
が
、
自
身
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
『
Ｂ
Ｒ
Ｉ

Ｃ
Ｋ
Ｓ 

Ａ
Ｎ
Ｄ 

Ｉ
Ｖ
Ｙ 

立
教
学
院
百
二
十
五
年
史 

図
録
』（
立
教

学
院
百
二
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
例
に
挙
げ

る
と
、
本
編
で
取
り
上
げ
た
人
物
は
六
八
名
（
表
一
）
で
あ
る
が
、

ほ
ぼ
、「
長
」
の
付
く
人
物
で
あ
る
。
一
般
の
教
員
も
数
名
い
る
が
、

こ
れ
は
、
掲
載
資
料
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
そ
の
教
員

の
学
術
研
究
に
注
目
し
た
も
の
で
は
な
い
。

人名 肩書・役職等
1 ウィリアムズ 創設者
2 ブランシェ 草創期の教員
3 クインビー 草創期の教員
4 ガーディナー 校長
5 マキム 理事長
6 ティング 校長
7 左乙女豊秋 校長
8 元田作之進 大学学長
9 ロイド 総理
10 ウォーク 中学校教師、大学教授（寄宿舎で学生指導）
11 タッカー 総理
12 鈴木一 大学商学部長
13 ライフスナイダー 理事長、総理、総長
14 小島茂雄 中学校校長、大学文学部長
15 諸星寅一 中学校教諭（校歌・校章・校旗の改定）
16 杉浦貞二郎 大学学長
17 木村重治 大学学長
18 ｼﾞｮﾝ・ｳｨﾙｿﾝ・ｳｯﾄﾞ 米国聖公会伝道局
19 松井米太郎 理事長
20 遠山郁三 総長、大学学長
21 松崎半三郎 理事長
22 三辺金蔵 大学総長・学長
23 柳田秀夫 中学校配属将校
24 帆足秀三郎 中学校校長、大学学監
25 宮本馨太郎 大学教授（日記の執筆者）
26 伊東多三郎 大学講師（日記の執筆者）
27 植村眞久 大学卒業生（神風特別攻撃隊員として戦死）
28 花房正雄 中学校校長
29 藤谷雅春 中学校教諭（勤労動員日誌の執筆者）
30 須藤吉之祐 大学総長事務取扱
31 佐々木順三 大学総長
32 ﾏｰﾍﾞﾙ・ﾙｰｽ・ｼｪｰﾌｧｰ 小学校主事
33 佐々木喜市 高等学校主事・校長
34 有賀千代吉 小学校主事・校長
35 酒向誠 小学校校長
36 伊藤高清 小学校校長
37 廣澤節三 小学校校長
38 小川正夫 小学校校長
39 田中司 小学校校長
40 高橋昊 中学校校長
41 西村哲郎 中学校校長
42 国見登 中学校校長
43 横内允 中学校校長
44 中島博 中学校校長
45 縣康 高等学校主事・校長
46 浅越敏彦 高等学校校長
47 岩田義夫 高等学校校長事務取扱
48 浅香良平 高等学校校長
49 槇忠志 高等学校校長
50 松平信久 高等学校校長
51 菅円吉 大学文学部長
52 河西太一郎 大学経済学部長
53 杉浦義勝 大学理学部長
54 淡路円治郎 大学社会学部長
55 宮沢俊義 大学法学部長
56 松下正寿 大学総長
57 菊井維大 大学総長事務取扱
58 大須賀潔 大学総長
59 平井隆太郎 大学総長事務取扱
60 佃正昊 大学総長事務取扱・総長
61 尾形典男 大学総長
62 高橋健人 大学総長事務取扱・総長
63 牛窪浩 大学総長事務取扱
64 浜田陽太郎 大学総長
65 岡本伸之 大学観光学部長
66 関正勝 大学ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉学部長
67 塚田理 大学総長
68 大橋英五 大学総長

（表一）『BRICKS AND IVY 立教学院百二十五年史　図録』で取り上げた人物
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史
苑
（
第
八
二
巻
第
一
号
）

　
そ
も
そ
も
こ
の
書
籍
は
、「
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
」
の
資
料

集
の
一
つ
で
、
簡
便
な
通
史
を
兼
ね
た
写
真
集
で
あ
る
た
め
、
学
術

研
究
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
あ

る
。
し
か
し
仮
に
、
学
術
研
究
を
取
り
上
げ
る
と
し
て
も
、
誰
の
研

究
を
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
取
り
上
げ
る
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問

題
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
京
都
大
学
で
は
、
百
周
年
時
計
台
記
念
館
に
、「
京
都

大
学
の
歴
史
」
と
い
う
立
派
な
常
設
展
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
で
、「
戦
前
・
戦
後
の
学
者
た
ち
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、｢

西

田
幾
多
郎
と
『
京
都
学
派
』｣

と ｢
湯
川
秀
樹｣

が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
展
示
制
作
を
担
当
し
た
京
都
大
学
大
学
文
書
館
の
西
山

伸
氏
は
、
製
作
の
意
図
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）
11
（

。

　
大
学
史
の
展
示
を
行
う
場
合
、
そ
の
大
学
に
所
属
す
る
研
究

者
に
よ
る
学
術
研
究
成
果
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
と
い

う
こ
と
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
展
示
の
製
作
主

体
や
、
当
該
大
学
に
お
け
る
他
の
展
示
施
設
の
有
無
な
ど
と
の

関
係
が
あ
る
問
題
と
い
え
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
今
回
の
展

示
で
は
、
学
術
研
究
成
果
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
京
大
の
場
合
は
、
総
合
博
物
館
と
い
う｢

学
術
標
本

資
料
に
関
す
る
収
蔵
、
展
示
、
公
開
及
び
教
育
研
究
の
支
援
を

行
う｣

こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
が
既
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

大
き
な
理
由
で
あ
る
し
、
現
実
的
な
理
由
と
し
て
は
ど
の
範
囲

ま
で
取
り
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
大
変
難
し
い
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、例
外
と
し
て ｢

西
田
幾
多
郎
と
『
京

都
学
派
』｣

お
よ
び ｢

湯
川
秀
樹｣

と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を

設
定
し
た
。
こ
れ
は
来
場
者
を
想
定
し
た
と
き
に
最
低
限
必
要

で
あ
ろ
う
と
い
う
範
囲
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
展
示
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
学
内
に
既
に
存
在
す
る
総
合

博
物
館
と
の
関
係
性
の
問
題
と
と
も
に
、
取
り
上
げ
る
範
囲
の
難
し

さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
学
術
研
究
に
限
ら
ず
、
大
学
ス
ポ
ー
ツ
や
著
名
な
校
友
を
取
り
上

げ
る
際
に
も
共
通
す
る
が
、
な
ぜ
取
り
上
げ
る
の
か
、
な
ぜ
取
り
上

げ
な
い
の
か
、
そ
の
明
確
な
基
準
を
設
け
る
の
は
、
か
な
り
の
難
題

と
言
え
よ
う
。

  （
二
）
他
大
学
の
取
り
組
み

　
こ
う
し
た
難
し
さ
が
あ
る
中
で
、
人
物
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て

た
取
り
組
み
を
し
て
い
る
大
学
の
事
例
も
存
在
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
神
奈
川
大
学
で
は
、
二
〇
二
八
年
の
創
立
一
〇
〇
周
年

に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
、『
神
奈
川
大
学
人
物
誌  

横
浜
専
門

学
校
編
』（
二
〇
一
八
年
）、『
神
奈
川
大
学
人
物
誌  

神
奈
川
大
学

編
』（
二
〇
一
三
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
。『
横
浜
専
門
学
校
編
』
で

は
、
二
七
名
の
教
員
が
、
以
下
の
基
準
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る）
11
（

。



－  184  －－  185  －

大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
（
豊
田
）

創
立
者
、
横
浜
専
門
学
校
の
創
立
・
経
営
に
お
い
て
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
協
力
者
、
横
浜
専
門
学
校
の
創
立
か
ら
戦
中
期
に
お
い

て
学
校
運
営
に
特
に
功
績
が
認
め
ら
れ
る
人
物
、
そ
の
担
当
分

野
に
お
い
て
特
に
際
立
っ
た
業
績
を
残
し
た
教
員

　
や
は
り
、
組
織
運
営
へ
の
関
わ
り
が
重
要
な
基
準
と
な
っ
て
い
る

が
、「
担
当
分
野
に
お
い
て
特
に
際
立
っ
た
業
績
」
も
あ
げ
ら
れ
て

お
り
、
興
味
深
い
。

　『
神
奈
川
大
学
編
』
で
は
、「
横
浜
専
門
学
校
か
ら
神
奈
川
大
学
へ

と
昇
格
し
て
か
ら
大
学
紛
争
と
い
う
激
動
の
時
代
」（
一
九
四
九
～

一
九
六
九
年
頃
）
の
教
員
三
七
名
が
、
以
下
の
基
準
の
も
と
、
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る）
11
（

。

大
学
運
営
や
研
究
に
お
い
て
代
表
的
な
人
物
、
特
に
、
当
時
大

学
の
教
学
上
の
実
質
的
な
運
営
を
担
っ
て
い
た
教
務
委
員
会

と
、
重
要
事
項
を
審
議
し
た
教
授
会
の
メ
ン
バ
ー
を
主
体
に
人

選

　
こ
ち
ら
も
、
組
織
運
営
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
研

究
に
お
け
る
代
表
的
な
人
物
に
も
目
配
り
が
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
全
て
書
き
下
ろ
し
を
予
定
し
て
い
た
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、
一
部
は
、『
神
奈
川
大
学
を
築
い
た
人
々
』（
学
校
法

人
神
奈
川
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
か
ら
の
採
録
と
な
っ
て
い
る
。

　「
担
当
分
野
に
お
い
て
際
立
っ
た
業
績
」
や
、「
研
究
に
お
い
て
代

表
的
な
人
物
」
が
ど
の
よ
う
に
選
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
点
に
関
し

て
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
神
奈
川
大
学
で
は
、
一
九
八
二
年

に
『
神
奈
川
大
学
五
十
年
小
史
』
を
刊
行
し
て
以
降
、
一
〇
年
ご
と

に
記
念
誌
（
写
真
集
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
四
年
か

ら
は
、『
神
奈
川
大
学
史
資
料
集  

第
一
集
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
、

二
〇
二
一
年
に
は
、
第
三
七
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
人
物
誌
刊
行
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
息
の
長
い
、
そ
し
て
堅

実
な
取
り
組
み
が
、
大
き
な
力
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
特
定
の
人
物
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
研
究
を
実
施
し
て
い
る
大
学

に
、
明
治
大
学
が
あ
る
。
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
私

学
と
し
て
の
本
学
の
特
徴
を
重
視
し
、
創
立
者
と
校
友
、
そ
し
て
地

方
・
地
域
の
調
査
に
力
点
」
を
置
き
、
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

チ
ー
ム
に
よ
る
、
複
数
年
に
渡
る
資
料
調
査
・
研
究
活
動
が
行
わ
れ

て
い
る）
11
（

。こ
れ
ま
で
、①
創
立
者
研
究
会
、②
人
権
派
弁
護
士
研
究
会
、

③
ア
ジ
ア
留
学
生
研
究
会
、
④
財
界
人
研
究
会
、
⑤
昭
和
歌
謡
史
研

究
会
、
⑥
文
学
者
研
究
会
、
⑦
三
木
武
夫
資
料
研
究
会
、
の
七
つ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
（
二
〇
一
八
年
現
在
）、
そ
の
成
果
は
、

『
大
学
史
紀
要
』
や
「
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
叢
書
」
と
い
う

形
で
発
表
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
首
相
を
務
め
た
三
木
武
夫
、
人
権

派
弁
護
士
の
布
施
辰
治
や
山
崎
今
朝
弥
、
作
詞
家
の
阿
久
悠
、
と
い

っ
た
著
名
な
校
友
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
教
員
で
は
、
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尾
佐
竹
猛
と
木
村
礎
が
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
両
名
に
関
す
る

研
究
成
果
は
、『
尾
佐
竹
猛
研
究
』（
二
〇
〇
七
年
）、『
木
村
礎
研
究

―
戦
後
歴
史
学
へ
の
挑
戦
』（
二
〇
一
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て

い
る
（
と
も
に
「
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
叢
書
」）。

　
尾
佐
竹
猛
は
、
明
治
法
律
学
校
を
卒
業
し
、
大
審
院
判
事
、
歴
史

学
者
と
し
て
活
躍
し
、
明
治
大
学
法
学
部
教
授
・
初
代
文
科
専
門
部

長
を
務
め
た
人
物
だ
が
、
本
研
究
書
は
、「
吉
野
作
造
ら
と
明
治
文

化
研
究
会
を
組
織
し
、
明
治
大
学
の
建
学
理
念
と
深
く
関
わ
っ
た
尾

佐
竹
の
維
新
史
、
文
化
史
、
憲
政
史
を
中
心
に
、
人
と
学
問
そ
し
て

事
蹟
を
幅
広
く
論
じ
る）
11
（

」
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
木
村
礎
は
、
明
治
大
学
の
学
長
も
務
め
た
名
誉
教
授
で
、

日
本
村
落
史
、
近
世
史
研
究
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で

あ
る
。
本
研
究
書
は
、
村
歩
き
に
よ
る
「
近
世
村
落
史
」
研
究
、
歴

史
資
料
保
存
運
動
、「
大
学
史
」
へ
の
尽
力
、
大
学
行
政
と
い
っ
た
、

幅
広
い
活
動
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
人
物
研
究
は
、「
駿
台
学
」
と
名
付
け
ら
れ
た
枠
組
み

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。「
駿
台
学
」
と
は
、
社
会
的
に
活
躍

し
た
明
治
大
学
関
係
者
た
ち
が
、「
明
治
大
学
の
駿
河
台
と
い
う
象

徴
的
な
場
所
で
何
を
学
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
活
躍
の
精

神
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
な
っ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

こ
と
を
研
究
し
て
い
く
た
め
の
思
考
の
枠
組
み
と
し
て
考
え
出
さ
れ

た
も
の
」
で
、
過
去
の
顕
彰
だ
け
で
は
な
く
、「
精
神
的
伝
統
を
ど

の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
継
承
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
、
未

来
へ
向
け
て
の
明
治
大
学
の
「
個
性
化
」
と
い
う
視
点
が
重
視
さ
れ

て
い
る）
11
（

。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
並
行
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
は
、『
明

治
大
学
小
史
―
人
物
編
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
大

学
創
立
一
三
〇
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、

『
明
治
大
学
小
史
―
〈
個
〉
を
強
く
す
る
大
学
一
三
〇
年
』（
本
編
）

の
姉
妹
編
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
歴
史

は
「
人
」
が
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
明
治
大
学
と
い
う
教

育
研
究
機
関
の
歴
史
に
お
い
て
は
「
人
」
を
抜
き
に
し
て
そ
の
歴
史

を
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、「
小
史
」
と

い
え
ど
も
人
物
編
を
ぬ
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
」
と
の
考
え
に

よ
る
も
の
で
あ
る）
11
（

。

　
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、以
下
の
四
点
が
基
本
方
針
と
さ
れ
て
い
る
。

①
「
本
編
」
を
補
完
す
る
も
の
と
す
る

②
一
〇
〇
名
を
目
途
に
最
小
限
の
人
選
を
行
う

③
原
則
的
に
物
故
者
に
限
定

④
分
野
ご
と
に
総
説
を
設
け
、
現
在
活
躍
中
の
卒
業
生
も
視
野
に

入
れ
る

　
一
〇
〇
名
の
人
選
に
つ
い
て
は
、
一
〇
の
分
野
に
区
分
し
、
一
分

野
に
一
〇
人
を
配
置
し
、
分
野
の
担
当
者
が
人
選
お
よ
び
執
筆
を
行

っ
て
い
る
。
一
〇
の
分
野
は
、
①
創
立
期
の
人
び
と
、
②
初
期
の
卒
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業
生
と
大
学
行
政
に
携
わ
っ
た
人
び
と
、
③
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
担
っ

た
人
び
と
、
④
法
曹
界
の
人
び
と
、
⑤
政
治
を
志
し
た
人
び
と
、
⑥

財
界
の
人
び
と
、
⑦
作
家
・
評
論
家
の
系
譜
、
⑧
芸
能
・
文
化
の
人

脈
、
⑨
ス
ポ
ー
ツ
界
の
人
び
と
、
⑩
ア
ジ
ア
人
留
学
生
、
と
な
っ
て

い
る）
11
（

。

　
こ
の
う
ち
、「
③
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
担
っ
た
人
び
と
」
に
注
目
し

て
み
る
と
、
人
選
の
基
準
は
、
次
の
四
点
に
な
っ
て
い
る）
1（
（

。

①
創
成
記
に
関
し
て
は
、
明
法
寮
（
司
法
省
法
学
校
）
出
身
で
明

治
法
律
学
校
で
教
鞭
を
執
っ
た
人

②
学
会
の
会
長
や
副
会
長
・
理
事
を
務
め
た
人
で
著
し
い
学
問
的

業
績
を
あ
げ
た
人

③
学
部
か
ら
一
名

④
物
故
者
に
限
定

　
こ
の
よ
う
な
基
準
の
も
の
と
、
先
に
触
れ
た
尾
佐
竹
猛
、
木
村
礎

を
含
む
一
一
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
見
開
き
二
頁
の
記
載

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
大
学
で
は
、
明
確
に
「
人
」
を
重
視
し
た

調
査
・
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま

た
、
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
や
執
筆
陣
を

見
る
と
、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
所
長
、
副
所
長
、
運
営
委

員
、
調
査
研
究
員
と
い
っ
た
、
学
内
の
教
員
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て

お
り
、
調
査
・
研
究
体
制
の
厚
み
を
感
じ
さ
せ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、日
本
に
お
け
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、

ま
だ
歴
史
は
浅
く
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
現
場
で
発
生
し

て
い
る
実
務
と
、
あ
る
べ
き
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
像
と
の
整
合
を
図

る
べ
く
、
模
索
し
て
い
る
段
階
と
言
え
よ
う
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
教
員
の
研
究
資
料
や

学
術
研
究
の
成
果
と
い
っ
た
、
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に

扱
う
の
か
（
ま
た
は
扱
わ
な
い
の
か
）
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
、
自
ら
の
目
的
や
活
動
を
見
直
す
、
一
つ
の
糸
口
と
も
成
り
得
る

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
行
論
で
事
例
と
し
て
挙
げ
た
大
学
は
、
組
織
や
人
員
体
制
、
教
員

の
協
力
体
制
な
ど
が
、
他
に
比
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
を
擁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
立
教
を
含
め
、
多
く
の
大
学
で

は
、そ
う
し
た
基
盤
の
整
備
自
体
が
大
き
な
課
題
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

あ
る
意
味
、
教
員
を
含
む
人
物
研
究
の
進
展
具
合
は
、
そ
の
大
学
の

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
大
学
史
研
究
の
状
況
を
映
し
出
す
鏡
と
も
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
地
平
か
ら
、『
明
治
が

歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
研
究
書
が
、
立
教

の
教
員
が
中
心
と
な
っ
て
編
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
ま
ず
、
そ
の

意
味
を
感
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
他
大
学
の
担
当
者
か
ら
は
、
大
学
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の
歴
史
に
関
す
る
展
示
を
開
催
し
て
も
、
現
役
の
学
生
・
教
職
員
が

一
番
見
に
来
て
く
れ
な
い
、と
い
っ
た
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。
幸
い
、

立
教
学
院
展
示
館
で
は
、
隣
接
す
る
小
・
中
・
高
で
の
授
業
利
用
が

定
着
し
、
大
学
の
授
業
で
も
、
繰
り
返
し
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
も

の
も
、
い
く
つ
か
は
あ
る）
11
（

。
し
か
し
、
大
学
の
展
開
コ
マ
数
か
ら
見

れ
ば
、
ま
だ
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、
立
教
の
歩
み
に
つ
い
て
、
大
学

の
教
員
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
大
き

な
課
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
書
で
は
、
幅
広
い
観
点
か
ら
大
久
保
利
謙
が
論
じ
ら

れ
る
中
で
、
立
教
大
学
文
学
部
史
学
科
の
小
澤
実
氏
が
、「
大
久
保

利
謙
と
立
教
大
学
史
学
科
（
一
九
五
八
～
七
一
）」
と
し
て
、
大
久

保
の
、
立
教
の
教
員
と
し
て
の
側
面
を
分
析
し
て
い
る
こ
と
の
意
義

も
大
き
い
。

　
本
稿
で
は
、
自
伝
や
回
想
記
事
に
加
え
、「
文
学
部
教
授
会
記
録
」

が
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
年
史
編
纂
な
ど
に
お
い
て
最
も
ア
ク
セ
ス

し
に
く
い
資
料
の
一
つ
が
、
こ
の
教
授
会
記
録
な
の
で
あ
る）
11
（

。
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
側
の
研
究
か
ら
で
は
把
握
し
得
な
い
叙
述
は
も
と
よ
り
、

大
学
史
研
究
に
お
け
る
教
員
の
関
わ
り
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

　
同
じ
く
、
史
学
科
の
佐
藤
雄
基
氏
は
、「
大
久
保
利
武
・
利
謙
父

子
の
学
問
形
成
と
蔵
書
」
と
し
て
、
立
教
大
学
図
書
館
と
学
習
院
大

学
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
大
久
保
文
庫
」
を
手
掛
か
り
に
、「
歴

史
家
の
蔵
書
か
ら
み
た
史
学
史
」
を
試
み
て
い
る
。

　
研
究
上
の
参
考
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
図
書
を
、「
書
物
」
と

い
う
モ
ノ
と
し
て
捉
え
、
活
用
し
て
い
く
と
い
う
着
想
は
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
に
お
い
て
も
、
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
惜
し
む
ら
く
は
、
行
論
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

大
久
保
の
私
蔵
資
料
は
、
立
教
と
学
習
院
以
外
に
も
、
国
立
国
会
図

書
館
憲
政
資
料
室
、
朝
河
貫
一
研
究
会
、
東
京
大
学
百
年
史
史
料
室

な
ど
に
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
、
資
料
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
失
っ
て

し
ま
っ
て
い
る）
11
（

。「
資
料
所
蔵
の
適
材
適
所
主
義
」
と
い
う
考
え
方

も
あ
ろ
う
が
、「
大
久
保
利
謙
」
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
を
研
究
対

象
と
し
た
場
合
、
資
料
が
、
群
と
し
て
持
つ
情
報
も
ま
た
、
重
要
で

あ
ろ
う
。

　
立
教
は
、
二
〇
二
四
年
に
創
立
一
五
〇
周
年
を
迎
え
る
。
こ
の
長

い
歴
史
の
中
で
、
大
久
保
利
謙
以
外
に
も
、「
担
当
分
野
に
お
い
て

際
立
っ
た
業
績
」、「
研
究
に
お
い
て
代
表
的
な
人
物
」、「
著
し
い
学

問
的
業
績
を
あ
げ
た
人
」
に
該
当
す
る
事
例
は
、
決
し
て
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。

　『
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｋ
Ｓ 

Ａ
Ｎ
Ｄ 

Ｉ
Ｖ
Ｙ 

立
教
学
院
百
二
十
五
年
史 

図

録
』
で
は
、
人
物
を
「
長
」
と
い
う
側
面
か
ら
取
り
上
げ
た
が
、
そ

の
う
ち
の
一
人
、
新
制
大
学
発
足
時
の
理
学
部
長
で
あ
っ
た
杉
浦
義

勝
教
授
は
、量
子
力
学
の
日
本
へ
の
移
入
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
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仁
科
芳
雄
と
並
ぶ
、
日
本
物
理
学
史
上
の
重
要
人
物
と
さ
れ
る）
11
（

。
し

か
し
、
学
内
に
お
い
て
は
、
理
学
部
創
立
者
の
物
理
学
者
と
し
て
の

業
績
を
知
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
一
方
で
、
物
理
学
者
・

科
学
者
、
科
学
史
家
の
間
で
は
、
そ
の
名
前
と
業
績
は
知
ら
れ
て
も
、

立
教
大
学
理
学
部
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る）
11
（

。

　
こ
う
し
た
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
立
教
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を

再
発
見
し
、立
教
の
歩
み
の
中
に
位
置
付
け
て
い
く
と
い
う
作
業
は
、

重
要
な
課
題
と
言
え
る
。
本
書
の
登
場
に
よ
り
、
よ
り
一
層
、
議
論

が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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註（1
）
佐
藤
雄
基
「
序
論
」、
佐
藤
雄
基
編
『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き

―
史
学
史
と
し
て
の
大
久
保
利
謙
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
所

収
、
四
頁
。

（
２
）
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
立
教
学
院
百
二
十
五

年
史 

資
料
編
第
３
巻
』（
学
校
法
人
立
教
学
院
、
一
九
九
九
年
）、

二
二
二
頁
。
な
お
、『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
所
収
、
小
澤
実

「
大
久
保
利
謙
と
立
教
大
学
史
学
科
（
一
九
五
八
～
七
一
）」（
九
〇
頁
）

で
は
、
大
久
保
利
謙
の
在
任
期
間
に
つ
い
て
、
教
授
で
あ
っ
た
期
間

（
一
九
五
九
年
四
月
～
一
九
六
五
年
三
月
）
の
就
任
前
一
年
間
と
、
退

任
後
か
ら
七
〇
歳
ま
で
「
専
任
講
師
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、

大
学
の
人
事
情
報
が
記
載
さ
れ
た
「
人
事
カ
ー
ド
」
で
は
、
教
授
就

任
前
の
一
年
間
は
「
講
師
（
兼
任
）」、
教
授
退
任
後
の
一
九
六
五
年

四
月
か
ら
一
九
七
一
年
三
月
ま
で
は
「
非
常
勤
講
師
」
が
「
委
嘱
」

さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
人
事
カ
ー
ド
で
「
非
常
勤
講
師
」
と

の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
、
一
九
五
九
年
四
月
一
日
以
降
の
こ
と
で

あ
り
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
期
に
職
制
に
関
す
る
変
更
が
行
わ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
関
係
者
の
証
言
と

の
差
異
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
３
）「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
大
学
と
い
う
組
織
の
あ
ゆ
み
を
示
す
資
料

（
大
学
史
資
料
）
を
保
存
・
活
用
す
る
施
設
・
機
関
」
と
す
る
。
桑
尾

光
太
郎
・
谷
本
宗
生
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
あ
ゆ
み
」、
全
国
大
学

史
資
料
協
議
会
『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』（
京
都
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
）
所
収
、
二
一
頁
。

（
４
）
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
立
公
文
書
館
等
の
一
覧
」。https://

w
w

w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/kantou/

kantou.htm
l

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
）

（
５
）
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
会
員
名
簿
」。http://

w
w

w
.universityarchives.jp/m

em
bership.htm

l

（
最
終
閲
覧

日
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
）

（
６
）
同
前
、「
大
学
史
資
料
所
蔵
機
関
紹
介
」。http://w

w
w

.
universityarchives.jp/institutes.htm

l

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一

年
一
二
月
一
二
日
）

（
７
）
小
池
聖
一
「
大
学
文
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
戦
略
」『
情
報
の
科
学
と
技

術
』
五
八
巻
一
一
号
、（
二
〇
〇
八
年
）、
五
四
八
～
五
五
三
頁
。

（
８
）
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
立
教
学
院
史

編
纂
室
「「
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
発
足
」『
立
教
フ
ォ
ー
ラ
ム
』

八
号
（
二
〇
〇
一
年
）、
五
八
～
六
三
頁
を
参
照
。

（
９
）
筆
者
は
、
立
教
学
院
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
設
置
準
備
に
携
わ
り
、

他
大
学
の
事
例
を
参
考
に
、
非
現
用
と
な
っ
た
事
務
文
書
を
同
セ
ン

タ
ー
へ
移
管
し
、
そ
の
廃
棄
権
限
を
資
料
セ
ン
タ
ー
長
に
置
く
こ
と

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
提
言
文
書
の
作
成
に
関
わ
っ
た
。
こ
の
提
言
文

書
が
、
そ
の
後
、
学
内
で
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。

（
10
）
立
教
学
院
展
示
館
の
設
置
に
つ
い
て
は
、『
立
教
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
―

立
教
学
院
展
示
館
年
報
』
創
刊
号
、（
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
11
）大
濱
徹
也『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
へ
の
眼
―
記
録
の
管
理
と
保
存
の
哲
学
』

（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
七
頁
。

（
12
）
同
前
、
五
～
八
頁
。
小
池
聖
一
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
学
―
日

本
に
お
け
る
公
文
書
管
理
』（
刀
水
書
房
、二
〇
二
〇
年
）、五
～
六
頁
。

（
13
）
大
濱
、
前
掲
書
、
七
七
～
九
三
頁
。

（
14
）
同
前
、
一
六
七
、一
七
二
頁
。

（
15
）
寺
崎
昌
男
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
（archives

）
と
は
な
に
か
」『
東
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大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
（
豊
田
）

京
大
学
史
紀
要
』
四
号
、（
一
九
八
三
年
）、二
～
三
頁
。
寺
﨑
昌
男
「
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ（
文
書
館
）私
見
」『
九
州
大
学 

大
学
史
料
室
ニ
ュ
ー

ス
』
一
九
号
、（
二
〇
〇
二
年
）、三
頁
。
な
お
、永
田
英
明
「
大
学
ア
ー

カ
イ
ヴ
ズ
資
料
論
」
前
掲
『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
三
九
～

四
〇
頁
も
参
照
。

（
16
）
永
田
、
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
。

（
17
）
神
谷
智
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
に
お
け
る
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・

公
開
に
つ
い
て
」『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
五
三
～
五
四
頁
。

（
18
）
森
本
祥
子
「
大
学
組
織
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
：
理
論
と
実
践
の
提
示

へ
の
期
待
」『
日
本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。

（
19
）同
前
、一
〇
三
～
一
〇
七
頁
。
森
本
祥
子「
研
究
活
動
の
資
料
と
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
」『
京
都
大
学
大
学
文
書
館
だ
よ
り
』三
号
、（
二
〇
〇
二
年
）、

五
～
七
頁
。

（
20
）
永
田
、
前
掲
論
文
、
四
六
頁
。
堀
田
慎
一
郎
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
に
お
け
る
個
人
文
書
の
諸
問
題
～
名
古
屋
大
学
の
例
を
中
心
に

～
」
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
西
日
本
部
会
編
『
研
究
叢
書
』
八
号
、

（
二
〇
〇
七
年
）、
七
七
頁
。

（
21
）
森
本
「
研
究
活
動
の
資
料
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」。
永
田
、
前
掲
論
文
、

四
七
頁
。

（
22
）
西
山
伸
「
大
学
文
書
館 

に
お
け
る
展
示
活
動
―
常
設
展 ｢
京
都
大

学
の
歴
史｣ 

を
中
心
に
―
」『
京
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
』
三

号
（
二
〇
〇
五
年
）、
一
三
二
頁
。

（
23
）
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
『
神
奈
川
大
学
人
物
誌  

横
浜
専
門
学
校

編
』（
学
校
法
人
神
奈
川
大
学
、
二
〇
一
八
年
）、
一
頁
。

（
24
）
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
『
神
奈
川
大
学
人
物
誌  

神
奈
川
大
学
編
』

（
学
校
法
人
神
奈
川
大
学
、
二
〇
二
一
年
）、
一
頁
。

（
25
）「
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。https://www.m

eiji.

ac.jp/history/business/about.htm
l

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
一
年

一
二
月
一
二
日
）

（
26
）
同
前
。

（
27
）「
日
本
経
済
評
論
社
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。http://w

w
w

.nikkeihyo.
co.jp/books/view

/1960

（
28
）
山
泉
進
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」『
大
学
史
紀
要
』
一
九
号
（『
阿
久

悠
研
究
』）、（
二
〇
一
四
年
）、
六
頁
。

（
29
）
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
『
明
治
大
学
小
史
―
人
物
編
』（
学
文

社
、
二
〇
一
一
年
）、
Ⅰ
頁
。

（
30
）
同
前
、
Ⅱ
～
Ⅳ
頁
。

（
31
）
同
前
、
四
六
～
四
七
頁
。

（
32
）
立
教
学
院
展
示
館
の
教
育
利
用
の
状
況
に
つ
い
て
は
、「
特
集
―
教

育
利
用
」『
立
教
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
―
立
教
学
院
展
示
館
年
報
』
二
号
、

（
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
）『
立
教
学
院
百
二
十
五
年
史
』
編
纂
の
際
、
各
学
部
の
意
思
決
定
に

関
わ
る
教
授
会
記
録
に
ア
ク
セ
ス
を
試
み
た
が
、「
文
学
部
教
授
会
記

録
」
の
壁
は
、
他
学
部
の
そ
れ
よ
り
も
高
か
っ
た
。

（
34
）
佐
藤
雄
基
「
大
久
保
利
武
・
利
謙
父
子
の
学
問
形
成
と
蔵
書
―
立

教
大
学
図
書
館
・
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
「
大
久
保
文
庫
」」、『
明

治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』、
一
六
八
頁
。

（
35
）
中
根
美
知
代
「
量
子
力
学
の
日
本
へ
の
移
入
と
杉
浦
義
勝
」『
日

本
物
理
学
会
誌
』
七
三 

巻 

六 

号
、（
二
〇
一
八
年
）、
三
九
五
～

三
九
六
頁
。

（
36
）
中
根
美
知
代
「
世
界
の
友
へ
の
微
笑
が
え
し
―
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

に
伝
え
ら
れ
た
理
学
部
創
設
者
の
心
―
」『
立
教
学
院
史
研
究
』
一
一

号
、（
二
〇
一
四
年
）、
六
一
頁
。

（
立
教
学
院
展
示
館
・
学
術
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
／
学
芸
員
）


