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【講演記録】

「ドラマチックな愛大誕生物語」

愛知大学名誉教授（地理学）、愛知大学東亜同文書院大学記念センター元センター長 藤田 佳久

（11 月 24 日 豊橋市南部地区市民館）

司会：皆さん、おはようございます。本日

は、今年度の「知っトク！」の講座の 3 回

目、最終回になります。ちょっとカメラの機

材もたくさん入って緊張しますが、先生が

一番緊張されているのではないかと思いま

す。早速それではよろしくお願いします。

藤田：皆さん、おはようございます。いよ

いよ講座も 3 回目、ラストということであ

ります。きょうはカメラが入っていまして、

ちょっと緊張しています。大学の広報課が

撮影したいということです。気にせずにや

りましょう。（なお、文中の数字、例えば、

［1］、［2］…は図表番号を示します。）

1. はじめに

きょうは、今までの 2 回の講座を受けて

最終日ということで、またこういうふうに

少し内容的に工夫をしながらタイトルを付

けました。「ドラマチックな愛大誕生物語」

ということにさせていただきました。今日

はどういう切り口から最終回に持っていこ

うかなというのをいろいろ考えたのですけ

れども、きょうは 2 部あります。こっちの

ほうの出だしの「切り口」分からです。

2. 「切り口」、愛大創設直後の学生による

市民文化交歓祭を知った発端

そしたら、けさ、私は『東日新聞』を取っ

ているのですけれどもこの記事がですね、

『朝日新聞』から『東日新聞』の記者に移ら

れた、その方が 1 週間ほど前に来られてこ

れを掲載され、ちょうどこの記事が載って

いました。他の『東愛知新聞』の方が少し前

に紹介されました。そこでこの話から進め

させてもらおうかなと思いました［1］。

事の発端は、この小タイトルにあり、愛知

大学交歓音楽会と書いてありますね。これ

は同じものですけれども、他紙は入場券が

紹介されています。これをよく見ましたら、

今 NHK テレビの『エール』でやっている古

関裕而、それから伊藤久男らが、その他の歌

い手さんとコロンビア楽団を引き連れて指

揮をしていた、そういうことになっていま

す。これは愛大学生が実行した豊橋市民と

の文化交歓祭の一部でした。

実は本学の卒業生で小崎昌業
まさなり

という方が

外務省に勤められ、各国の大使をされたの

です。今はもう 96～7 歳ぐらいです。その

方のそれまでの人生を振り返ってもらって、

東亜同文書院大学記念センターのほうでブ

ックレットを作るということで、ご本人に

も書いてもらいましたけれども、こちらか

らもいろいろ質問をしたりして一冊の本に

まとめていこうという企画がありました。

東京事務所というのが愛知大学にありま

して、霞が関の 37 階という空中に浮かんで

いるような事務所、すぐ下に皇居が見えた

りして実に抜群の場所ですけれども、そこ
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でいろいろ聞き取りをしました。そのとき

に、ご本人は滋賀県の出身で、滋賀県の実家

から参考までにといって、たくさんの昔か

らのアルバムを持ってきてくれました。そ

れを見させていただいて、私と森さんとい

う当時は記念センターのほうの職員の人だ

った方と一緒にアルバム写真を撮影したん

です。ところで本年、森さんのほうがこのコ

ロナの影響で時間が取れたというので、も

う一回そのときの写真の確認のためにずっ

と見たのです。そうすると、これらの入場券

や招待状が出てきたわけです。こういうこ

とを昔やったという印刷物をちらっと見た

ことがあったのです。だけど、具体的にこう

いうものがあるというのは知りませんでし

たので、森さんのほうもびっくりして、「藤

田先生、こういうのがあった」ということが

新たな物語の始まりになったのです。

それでは、これを少し見てみましょう。こ

れは、昭和 22 年の話です。ということは終

戦の 2 年後の 6 月になります。このときの

入場券で、お配りしたプリントと同じです

けれども、愛知大学が誕生したのが終戦の

明くる年、昭和 21 年 11 月 15 日で、旧制大

学として認定されたのです。当時の旧制大

学というのは天皇が認可するのです。つま

り天皇の裁可によって認められるのです。

当時の天皇が終戦の約 1 年あまり後に愛大

の創設を認めたわけです。その 11 月 15 日

は愛知大学の今でも開学記念日になるので

すけれども、入試はその年の暮れから、お正

月が明けるときにやって、授業が 5 月から

始まったのです。この市民との交歓祭は 6

月の中旬ですから、何と授業が始まって 1

カ月と半ぐらいでこういうことをやったの

です。これは小崎さんの持ってきたアルバ

ムの中にあった表紙とそのプログラムです。

3. 愛知大学開学と引揚げ総合大学そして

寮生

これは、なぜこのようなことをやったの

かということですけれども、後でもちょっ

と出てきますけれども、要するに愛知大学

が誕生するに当たっては、前にもちょっと

お話をしたと思いますけれども、終戦の年

から明くる年の 1 年間ぐらいは、やはり大

陸から戻ってくる各学校の学生が結構いた

のです。だけど、大陸の学校はみんな閉校に

なっています。日本へ帰ってきても、つま

り、内地へ帰ってきても行く学校がないか

ら路頭に迷うわけです。そこで文部省は、今

は文科省と言いますけれども、当時の文部

省は取りあえずどこの大学でもいいから入

学を認めるということになったのです。そ

こで、帰国した学生諸君が東大であろうが

京大であろうが、東北大であろうが九大で

あろうが、当時のいわゆる帝大といいまし

て、そういう学校とかその他の学校に自由

に入れたわけです。

それはそれでいいのですけれども、1 年間

たったら混乱が起こってしまいます。次々

と大変なことになりました。色々な学生も

入ってくるわけで、受入側も混乱します。そ

のときに愛知大学が、後でお話しするよう

な理由があって設立されたのです。この豊

橋の地で認可されたから、文科省はその後、

外地から来た学生はみんな愛知大学へ行き

なさいということで、愛大へみんな集まっ

たわけです。だから、愛知大学はまさに「総

合引揚げ大学」となり、引揚者の文科系学生

をみんな集めました。

こうして、豊橋に旧制大学が誕生したと
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【愛大と古関さんの関係資料見つかる ―開学直後の市民との交歓祭―】 
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いうわけで、戦災を受けた大都市の学生た

ちは校舎が駄目になり、学ぶところがなく

なったので、愛知大学に入学したり、隣の伊

勢の神宮皇學館という大学は、神道の大学

としての教育機関ですから GHQ は真っ先

につぶします。それで、行くところがなくな

ったから、神宮皇學館からの学生も入って

きます。あとは、軍隊関係で予備士官学校生

とか、そういう人たちも受け入れます。それ

で、朝鮮からも、あるいは台湾からの学生も

来ます。中国本土にあったいろいろな満州

関係の、いろいろ多様な学生がたくさん入

ってきたわけです。入ってきても、愛大には

15 師団以来の兵舎がたくさんありましたか

ら、そこを寮としてみんなそこに入れまし

た。但し、入試はしっかりやっています。

私もイギリスにいたことがありましたけ

れども、欧米とか中国とか、他の日本以外の

大学では、皆さんだいたい寮で生活します。

だから、寮は完備していたわけです。だか

ら、愛大もそのときは兵舎があってそれを

寮へ転用できたから良かったのです。それ

以降は日本の大学も、愛大もそうですけれ

ども、自宅通学生というのが増えていきま

す。自宅通学生の通う大学というのは、恐ら

く日本だけでしょうね。非常に珍しいです。

したがって、寮については完全に欧米並み

の愛大がスタートしたわけです。

そこで一番大きな問題は、寮にたくさん

学生たちが入ったのですが、みんな出身地

が違うのですね。書院から来た人たちが一

番多いことは多いのですけれども、そのほ

かの色々な学生たちも来ているからお互い

に話が合わなかったり、学生時代に目的と

した方向が違っていたりしましたから、戦

後、愛大のキャンパスの中に編・入学してき

ても、寮の中ではなかなかまとまらなかっ

たわけです。

そこで、一番最高齢と言うのもあれです

けれども、学徒出陣なんかで大学から出征

させられてしまって、学問が自由にできな

かった人たちがたくさんいます。そういう

人たちも復学して入ってきました。書院の

人たちもそうです。そのうちの学部の 3 年

生に一番上のほうの学年に入ってきたのが

13 人です。ほとんど書院の卒業生です。そ

のうちの今言った小崎さん、この人がまと

め役になって、もう一人同室でよく似たこ

とを考えた何人かいて、数人でやったと思

いますけれども、その小崎さんが中心にな

って、このままではわれわれ学生諸君はま

とまらない。そこで何か大きな手を打たな

くてはいけないというので考えたのが市民

との文化交歓会なのです。

4. 愛知大学設立趣意書と「地域文化への

貢献」

愛知大学がここへ設立されたときの大き

な「設立趣意書」の内容は大きく 3 つあり

ました。大きな理念としては、「世界平和の

ために」というのがあって、その下で「国際

人の養成」というのが 1 つありました。GHQ

の監督の下で戦後、国際人なんていうのを

主張したのは極めて大胆でした。他の学校

は、ほとんど設立趣意書というのはないで

すが、愛知大学はそれを書院時代にベース

に持っていましたから、国際人の養成を主

張したのだと思います。戦後の GHQ 支配下

では、日本人は海外へ行ってはならないと

いう昭和 26 年の独立までの縛りがあった

のにです。

もう一つが、旧制大学としては 6 大都市
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以外に初めてできた旧制大学が、この豊橋

の愛知大学です。今はいろいろ大学があり

ますけれども、6 大都市以外で旧制大学がで

きたというのがはじめてです。そのために

「地域文化への貢献」というのがもう一つ

設立趣意書の中にありました。だから、3 本

柱の 2 つ「国際人の養成」「地域文化への貢

献」のうち、小崎さんは「地域文化への貢献」

という理念を実践しようとしました。豊橋

は長い間、愛大の辺り一帯は兵舎でした。だ

から、軍都でありました。それがなくなっ

て、今度は文化都市になる。文化の都に変わ

るのであれば、そのきっかけをわれわれが

つくろうではないかというわけで、市民と

の「文化交歓祭」というのを企画したわけで

す。寮に入ってまだ半年もたたないです。授

業が始まって 1 カ月余りのところで、寮の

人たちに呼び掛けて実行したわけです。

そうすると、それまで方向がみんなばら

ばらだった学生たちが、目標が決まって、そ

こで市民との交歓会でいろいろなプログラ

ムを出していったわけです。それに関して

学生たちは、腹がすいて食べ物もない、着る

物もないような時代に最大限いい格好をし、

元気にやったわけです。

ちょうど、その直前に「豊橋文化協会」と

いうのが設立されたので、そこにも呼びか

けて一緒にやりましょうという形もとりま

すが、実質は愛知大学の学生たちが主催し

たのです。学生たちが運営する、それがこの

交歓会です。

このスライドは今言ったところです。昭

和 20 年 8 月 15 日に戦争が終わって、翌年

の 11 月 15 日に愛大が認可されました。こ

れも奇跡です。なぜこのように早くできた

のだろうと思いませんか。戦後 1 年余りで

もう愛知大学は認可されました。しかも旧

制大学としてです。この旧制大学の元は書

院が旧制東亜同文書院大学となっていまし

たから、このバックがあったと思います。1

月から入試があって、5 月から授業開始で、

すぐ 6 月 13 日から 18 日が交歓会です。こ

れも非常にミミララククルルですね。

これは、今ご説明したので復習みたいな

ものです。愛大の学生たちと市民との文化

交歓会、これは愛大の設立趣意書、このうち

の「地域文化への貢献」、そこを学生たちが

こういう目標にして、市民との交流、豊橋を

文化都市に変えていく、そういう動きをし

たわけです。［2-1］

5. 市民文化交歓祭－仮装行列の開幕から

古関裕而までのミラクル－

これは、市の公会堂です。市の公会堂、市

街地のうち、ほんの少し空襲を受けなかっ

たところに生き残りました。あと、街はみん

な焼けてしまいました。公会堂は無事に残

ったのです。また、焼夷弾が落ちたとして

も、鉄筋コンクリートの頑丈な建物でした

から大丈夫だったかなと思います。これは、

学生たちがこのような垂れ幕も作りながら、

参加している状況です。服装もまちまちで

すが、意欲が十分にあったということです。

では、どのようなことをやったのかとい

う日程を見てみます。短いですね。1 カ月半

の準備期間です。最初の初日は、児童文化祭

の街頭演芸会、焼けた街の中で紙芝居とか

人形芝居とか、当時楽器がありませんから

ハーモニカぐらいしか使えません。ハーモ

ニカの演奏会をやって、市民に P.R.。子ども

たちにも P.R.から始めたのです。

次の日は、学生行進というからデモみた
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いなものですね、仮装行列をつくって文化

祭の宣伝を街の中でやりました。学生が 500

人参加しました。今も愛大祭の前日には宣

伝の仮装行列をやっていますけれども、活

気があります。愛大もずっと長いこと活気

がありましたけれども、豊橋キャンパスが

落ち着いて、ちょっと最近は寂しくなって

きたかな。それから、学術講演会というのが

次にあって、小岩井さんという次期の学長

さんになる先生、あと、戸沢とか森谷とかい

う著名な先生を引っ張り出して講演会。

戸沢と森谷という両先生は、外地の京城

帝大から引き揚げてきた教授です。そうい

う人を引っ張り出したのです。ここも面白

いです。

3 番目に「文化交歓祭」として、まず青年

の弁論大会をやります。書院時代は弁論会

というのは結構活発でした。戦後も弁論大

会は色々開催されました。豊橋の青年団同

盟の人たち、それから東三労働組合の青年

部の人たち、豊橋中学というのは今の時習

館の前身で、中学生です。愛知大学の学生は

英語と中国語で弁論大会をやりました。そ

れで、それまでやってきたことの延長でで

きますから、その辺のところはうまく考え

たのでしょう。

それから、ピアノの独奏、独唱、そしてや

はりハーモニカです。楽器としては最も手

近でした。

それから演劇で、「胡蝶の舞」という、こ

れを実際にやった人に一回会って話を聞い

たことがあります。これは演劇部というの

をつくってすぐ練習をやったのですが、当

時は旧制大学でスタートしたのですけれど

も、女子学生がまだ少なく、男ばかりのバン

カラ風の学校で、200 人のうちそこへ女子学

生が 4 人だけ入ってきました。当時は勇気

のある女子学生たちです。女性の諸君は、こ

の後全国にいろいろできる、短大へ行く人

が出てきます。そういう中で、まだ短大にな

る前の安城の女子専門学校、今の安城学園

の前身の文化部に話をつけて、女子学生の

出演を求め、向こうも非常にうれしく協力

してくれたそうです。

次は、寮歌の合唱です。合唱なので、この

ようなことをやったのです。

4 番目は学生の仮装行列、これは戦争中の

長い制限付きの生活をしてきた市民たちに

とってはびっくりです。これも後で出ます

けれども、実は上海で書院の 1 年間の学生

の行事の中で最大の行事は仮装行列で、毎

年市民が書院へ押しかけました。だから、そ

の辺は書院出身の学生にはそう難しくなか

ったのだろうと思います。

5 番目に、先ほど言いました小崎昌業さん

です。この人が初代の学生自治会長です。名

前は、最初この交歓会の学生の代表みたい

な感じだったのですけれども、そこで自治

会を立ち上げて、愛大の自治会の誕生です。

小崎さんの書いたのを見ると、その公会堂

の前に階段があります。あそこの前で最終

日にあいさつをやったのでしょう。そのと

きに数千人の市民が集まったと書いてあり

ます。だから、市民の人たちもこういうもの

に飢えていたと思います。豊橋の文化活動

の第一号を愛知大学の学生たちがやったの

です。これは、言ってみれば素晴らしいこと

だったのじゃないかなと、市民の人たちに

も非常に刺激的だったのではないかなと思

います。小崎さんもその日の出来事を「本日

の交歓会は成功だった」というふうにご自

分でご自分を評価しているというか、そう
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小崎昌業氏 
呉羽紡（当時木製プロペラ生産）工場 
のこの一角が呉羽分校に利用された 

〔写真Ⅰ-1〕東亜同文書院大学教職員（1940年以降） 
うち 13人が 
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いう記述があります。

これが小崎さんです［3］。もう取材の最後

のころでしたけれども、外交官時代に、あち

こちの世界中のいろいろな国の領事館員や

大使をやりました。それから天皇陛下への

ご進講、東南アジア、台湾、あちこちに天皇

が視察に来たりするときには現地で説明を

されたそうです。それから、皇居の中で天皇

にご進講を何回もされたという話も聞いた

ことがあります。非常に温厚な方です。温厚

な方が、よくああいうことをやったなと思

いますけれども、ご自分は外交官になりた

くてしょうがなかったとのことです。書院

魂がそうさせたのでしょう。愛大に入って

外交官の勉強をまた続けるわけですけれど

も、そのときに外交官に 4～5 人、愛大生の

友人たちが合格しました。だけど、自分だけ

しか外交官にならなかったのだそうです。

なぜか。当時お役人の給料はものすごく安

くて、インフレ下、外務省に入っても給料で

生活できないということで、他の人たちが

もう辞めたのです。ご自分は、お宅が少し経

済力もあったので何とか続けられたのだと、

そんな話もされていました。

この写真は、東京霞が関の 37 階にあるの

愛大の事務所で取材したときのシーンです。

目の前にたくさんの写真がありますが、風

呂敷に写真がいっぱいあって、実家から持

ってきてくれたのです。その中に市民交歓

祭の時の学生側からの招待券や入場券の写

真があったのです。今年、去年かな、小崎さ

んは転ばれて骨を折ってしまいました。今

年のお正月の東京のこの事務所での名刺交

換会には、車椅子で参加されました。

それで、話を戻しますと、次の 6 月 15 日

に今度は体育祭があります。これは愛大の

グラウンドを使いました。市内の 5 つの中

学校も参加しました。教育制度が変わり、こ

の年のこのときに新制中学ができたばかり

です。旧制中学ではないです、新制中学で

す。どこの自治体も新制中学校をつくらな

くてはいけない、校舎が要る、お金が要る、

戦争直後でお金もない、大変だったのです。

いろいろな大きな施設を借用したりしたの

です。お金があるところでは造ったりしま

すけれども、なかなかそれは難しかったで

す。

それから、7 つの中学校の女子諸君の卓球

大会とか、排球、中学のバスケットボールで

す。それから水泳も中学生、今で言うと高校

生ですが、この当時は中学生です。庭球、テ

ニスです［2-2］。それから、寮生の中の厚生

部が中心で宝探しとかバザーとか、その他

もやっています。

それから今度は愛大生だけのクラス対抗

で合唱をやったり、演劇をやったり、ハーモ

ニカをやったり人形芝居、忙しかったでし

ょうね、総出演で、しかも短い時間で全部こ

なします。愛大のグラウンドがありまして、

かつての訓練場であったところです。ここ

をフルに使いました。ずっと状況を調べて

探していたら、当時の写真がいくつか残っ

ていました。このような感じで交歓会をや

りますよと、これは仮装行列です。このよう

な感じで行列をやりました。後ろのほうを

見ると、ちょっと空襲で破壊された建物が

生々しく見えます［2-5］。これは仮装行列の

ために集まった学生たちです［2-4］。この中

で格好はそれぞれそろえたりしています。

当時の衣料というのはなかなか不十分だっ

たと思います。ちょっと左のほうはフィロ

ソフィー、哲学などのキーワードが見え、学
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生らしい雰囲気です。といいますか、何をや

っているのか、ちょっとそこまでは分から

ないのですけれども。

それで、これは駅前の仮装行列行進です。

後ろの右のほうに見えるのが豊橋駅の空襲

で屋根が抜けてしまった三角屋根駅です

［2-5、下］。これは私より年の上の人はみん

な知っていると思いますが当時、愛知電鉄

というのが豊橋から神宮前まで通っている、

そこでたぶん終わりなのでしょう。向こう

の名古屋駅から岐阜のほうは名古屋電気と

いう鉄道会社です。その後、名古屋駅と神宮

前のところは地下で後に結んで、今の名鉄

電車が岐阜と豊橋を結んだわけです。最初

は豊橋駅を愛知電鉄は吉田駅と言っていま

した。豊橋の昔の名前が吉田でした。そこの

ところへ、この建物を建てて豊川鉄道と一

緒になっていました。今で言う JR、旧国鉄

はこの左側のほうにあったです。燃えてし

まいました。この三角屋の壁だけ残ってい

ます。焼夷弾が落ちたときに天井がストー

ンとあいたんでしょう、まだ生々しいです。

そのときにこういうこと交歓祭をやったの

だという歴史的写真です。

これは運動会、これは愛大のグラウンド

です［2-5、上］。向こうのほうが寮です。昔

の兵舎です。花菱アチャコとか昔の俳優が

映画『二等兵物語』などでよく撮影したのは

ここです。

これは、景品です。お金のないときに、こ

れだけの景品をそろえて、ふんだんに景品

を出せますよという説明書きを書いていま

した。何が並んでいるかは、ちょっとここか

らは分からないですけれども、短期間に非

常に苦労をしてすごいことをやったのだな

と愛大生パワーを感じます。

これもいろんな試合をやったり、下のほ

うはアンパン食い競争でしょうか、間に先

生とお子さんの写真です。

これが本物、上海の書院時代［2-6］の仮

装行列と運動会の写真です。これは、東亜同

文書院の人たちのアルバムを見ると結構た

くさん出ています［2-7］。一番人気は、右の

女形になった学生、ことしの女性は美しい

とか、いろいろ書いてあります。書院は男子

ばかりの学校でしたから、女性が憧れだっ

たのではないでしょうか、着飾って出てい

ます。だから、こういうことをやっていたか

ら、豊橋の愛大で学生たち中心で仮装行列

もうまかった、材料とか衣服は不足し、この

ような衣装もなかったのでしょうが、慣れ

た方法でやれたのだと。書院の引き揚げの

学生諸君が、だいたい最初の年は半分近く

おりましたから、彼らがやはり中心になり、

主導権を握っていて、小崎さんもそうです

けれども、やったのではないかなと思いま

す。

そして、最終日は 6 月 16 日で愛大の「交

歓音楽祭」［2-3］です。最後の日のフィナー

レでやったのでしょう。伊藤久男という大

声で歌う人がいますね、昔をよく知ってい

る人は「イヨマンテの夜」とか、すごい迫力

ある歌をたくさん歌っていた歌手です。そ

の他、何人も来たのでしょう、「ほか」とい

うのは誰かちょっと分かりません。それか

ら古関裕而が所属していたコロンビア軽音

楽団を引き連れて、古関裕而が指揮をして

います。終戦から 1 年足らずで東京から列

車で来るわけですから、大変だったと思い

ます。古関さんの奥様が豊橋出身だったせ

いもあったのでしょうか。これがクライマ

ックスの最終日です。この最終日のあとも、
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学生達はずっと期間を通じて映画を上映し

ていました。これも大変で、映画の機械が要

るし、フィルムも借りてこなくではいけな

い、当時としては何もないときですから、大

変なときによくこういうことをやったもの

だと思います。これも愛大の始まりの歴史

の中で言うと「よくこういうことが出来た

な」と非常にドドララママチチッッククでミミララククルルなこ

とだったと言いますか、びっくりする出来

事でした。

6. 日中戦争下の東亜同文書院と呉羽分校

案の「本間学長マジック」

ちょっと復習ですけれども、東亜同文書

院が第二次上海事変のときに日中戦争の中

で上海が激戦区になって、そのときに中国

軍が攻めてくるというので、これは学生た

ちが一時長崎へ退避する前に、書院の玄関

先に集まってこれから長崎へ退避するとき

の写真です。その留守にこの校舎がみんな

焼かれてしまいます。ちょうど租界の外に

あったから、租界の中にあればこのような

ことはなかったのです。でも、書院の姿勢と

しては租界の外で中国の人たちとなるべく

接点があるように校舎を造りましたから、

焼けてしまいました。それから図書も沢山

焼失、学生たちが前回にも大旅行のところ

で言いましたけれども、全国各地で当時の

珍しい貿易品、珍しい製品 10 万点を収集し、

展示室などで所蔵していましたけれども、

これも戦火で焼失してしまいました。もし

今残っていれば、ものすごい博物館ができ

たと思います。もったいないなと思います

けれども、戦争がもたらす破壊の大きな残

念な点です。

これは書院の校舎が焼かれてしまった後、

隣の交通大学は奥地の重慶へ移ってしまい

ましたから、この交通大学を借用してここ

で授業をしました。そのときの書院の先生

たちです。これぐらいの数がいました。問題

は、上海は国際都市でしたが、日本の中で

は、正確な国際情報は流れず、戦争に占領で

勝った、勝ったという情報が多かったので

す。けれども、上海ですと太平洋の島々で

次々と日本が敗れていったという情報が最

後の 1 年ないし 2 年ぐらいのところから聞

こえてきます。それで、最後の院長、学長と

なった本間先生が、この先生方の半分、25

人を富山県の呉羽紡績、そこの伊藤忠兵衛

という社長は書院ファンで、副社長は書院

の卒業生、戦時中で木製のプロペラを作っ

ていましたが、そこへ分校を設けて授業を

やるというふうに決めたのです。大英断で

した。ところが、それを察知した軍部と上海

日本人居留民の人たちが「逃げる気か」と言

って、猛反対をしたのです。そのため、25 人

のうちの半分、13 人だけを呉羽へ送って呉

羽分校としたのです。これが、また本間先生

のやり方としての一つの重要なミミララククルル的、

ママジジッックク的展開で、重要なポイントになり

ます。これも後で出てきます。

これの右側、最後の学長の本間さん、左が

その前の学長。東亜同文書院の院長および

学長は、長いこといろいろな業績のある人

が多かったのですけれども、戦時体制にな

ってしまって一時、矢田七太郎という左手

の人、外務省のお役人です。この人が一時学

長を務めます。その後、本間先生が学長にな

ってさまざま生じてきた申請や処理手続き

までできたのです［4］。
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7. 呉羽分校校長までミラクル－戦後の書

院復活－

このように敗戦を見据えて富山県の呉羽

に分校を設置した［5］、これも「本本間間ママジジッッ

クク」です。それで最後の 46 期生の人たちは、

もう東シナ海はアメリカの潜水艦がうよう

よしていましたから渡れないです。それで

呉羽に集まっていったわけです。上海の校

舎と 2 校舎になります。しかし、終戦とと

もに上海の校舎は閉校になります。しかし、

この呉羽に移った分校長の齋伯守先生が、

当時、外務省が管轄でしたから、この吉田茂

外務大臣に向けて「これだけ中国との間で

貢献してきた学校はなく、中国批評文を書

けるのは書院生しかいない」と、「ほかの人

も書くけれども、ほとんど現場を知らずに

書いている。われわれだけしかそういうこ

とはできない。だから、ぜひ書院をなくさな

いでほしい、続けさせてほしい」という嘆願

書を送ったのです。そしたら吉田外相から

OK、よろしいと。この吉田茂外務大臣は、

戦後も書院とのかかわりを持ち、埼玉県の

ある場所で書院三人聖人のお祭りをしてい

た時にも参拝に参加しています。やっぱり

外務をやっていたから、書院に非常にシン

パシーというか親しみを持っていたのかな

と思います。

こうして、東亜同文書院はなんと戦後呉

羽で復活したのです。300 人ぐらいの書院生

がここの呉羽の校舎へ入学し直したのです。

分校校舎は工場の中の一角にありました。

そういうことで勉強を始めたのです。上海

は閉校でしたから、もう書院の建物は閉鎖

されてしまいましたけれども、呉羽の地で

芽生えたのです。

これが呉羽校舎、私が撮影したものです

［5］。当時はまだ、今もちょっと残っていま

すけれども、この後もこの建物はのこぎり

型の工場でしたから、音響効果がいいとい

うので、東京の音楽大学の演習場になりま

した。今はこの辺一帯が富山市の野外音楽

堂とか文化施設で埋め尽くされるようにな

りましたけれど。

先ほど出した先生たちの中の 13 人がこ

こへ来て、学生の教育を行ったのです。

8. 「本間マジック」の功奏－図書と旅行

記録の救出－

ところで、東京には東亜同文書院を経営

する東亜同文会の建物がありました。戦後

は霞山会館と呼んでいます。戦後に GHQ が

入ってきた時に、東京は空襲で多くの建物

が焼けてしまったので、お堀端の日本生命

ビルを本拠地にしていますね。東亜同文会

ビルは 2 階建ての頑丈な建物だったので、

そこも GHQ が接収するということになり

ました。

ところが、ここの東亜同文会は書院の経

営母体で、学生たちが中国や東南アジアで

歩いて調査を行った膨大な報告書等カーボ

ン紙で複写し、学生たちが 2 部作っていた

うちの 1 部がストックされていたのです。

それから中国で集めた沢山の図書類がこの

中にあったため、そのままではみんなアメ

リカにとられてしまいます。そのときに駆

け付けたのが呉羽校舎の教職員と学生たち

です。超満員の北陸線と東海道線を乗り継

いで東京へ夜着いて、一晩のうちにかき出

し、東亜同文会の理事のお宅に隠したので

す。合計 4 万冊ぐらいありました。これが

できたのも呉羽に分校を造っていたからで

す［8］。「本本間間ママジジッックク」の力でしたし、呼
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応した分校長のミラクルな発想でした。

霞山会館は文部省の隣にあるのですけれ

ども、その前の通りの向こう側に当時は満

州会館というのがありました。三角形の大

きな建物です、満州会館ビルですね。しか

し、そこにはこういう助人がいなかったら、

みんな GHQ に接収されてしまいました。当

時の持ち出された資料はアメリカのどこか

にある筈です。もし、このときに書院のもの

も接収されていたら、アメリカのどこかに

行ってしまって、書院生の旅行実績や足跡

とか、そんなものは完全に消されてしまい

ます。だから、掻き出して隠された図書は、

戦後の愛知大学にそのまま残って、愛知大

学を設立するときの貴重な図書になったの

です。愛知大学の設立スタッフは、みんな無

一文で外地から帰ってきて、何もなかった

のです。だけど、大学を設立するには図書が

要るのです。その図書は、こういう経過の中

で呉羽分校があったがゆえに愛知大学設立

に貢献したのです。これは本間先生の先を

読むマジックといえますね。私はそう思っ

ています。「本本間間ママジジッックク」ですね。

これが東亜同文会ビルです。これが東京

の空襲でも焼け残っていたのです。この建

物の 2 階に膨大な資料がありました。戦後

は霞山会として、組織を変えながらできて、

のちに 9 階建ての建物を造って、そこを貸

しビルにして赤坂では東亜学院の語学学校

も経営しています。ところが、元々の東亜同

文会の一角は、文部省のすぐ隣ですけれど

も、文部省は高いビルを造って空間を広げ

たいというので、先ほど言いました 37 階の

建物を霞山会と協力して建設し、そのうち

の上から 4 階分を霞山会の建物にして、一

番上の 37 階のスペースの一つに愛知大学

の東京事務所が移設されています。

これがその当時の学生諸君の調査報告書

です。卒論になっています。布紙の表紙で、

私はこれを最初に愛大に来て、最初に出会

って感激した記録書です。これをずっと読

みましたけれども、布紙の薄いのに書かれ

た原稿は、学生諸君の力作で、中には最大

400 ページもあるのです。ページがすごい力

作です。今の学生ではなかなかそうはいか

ないです。当時はテレビもスマホもない時

代、文書だけでありますから。こういうよう

な力作が生まれ、その中国各地を学生が記

録した先ほどの原稿が書物になりました。

『支那省別全誌』全 18 巻です。さらに 20

年後には 23巻を予定して 9巻まで出しまし

たが、戦争で途絶えてしまいました。これら

は、今愛知大学の図書館にあります。この中

に「霞山文庫」と称して約 4 万冊の本があ

ります。あと、戦後は住友の社長だった人か

ら簡斉文庫と称する漢籍などがなども大量

にあります。書院の時代にももちろん漢籍

を集めていましたけれども、今は南京大学

の南京図書館に移されています。

9. 帰国時の「本間マジック」全開－学籍簿

持ち帰りから、金の延べ棒まで－

それから、帰国したときに書院生の学籍

簿とか成績簿を持ち帰ったのも本本間間先先生生のの

機機転転です［7］。こういうのを外地から持ち

帰ってきた学校は、ほかには一つもありま

せん。引揚げの時、みんなボストンバッグ 1

個しか持ってこられませんでした。本間先

生は複数の人数で帰ってくるときに、1 人ず

つボストンバッグの底に 1 冊ずつこんなに

厚い学籍簿を忍ばせて、また成績簿もみん

なで分担してボストンバッグの底に忍ばせ
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［9］ ［8］ 

［7］ 学籍簿 

書院生成績簿と名簿など 
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て、見つかったら自分が責任を取るという

ことで持ち帰ってきたわけです。これらは、

書院生が戦後日本で身分証明など重要な証

に使えたわけです。

戦後しばらくの時代は、まだ戦前の雰囲

気がありましたから、上海というと東亜同

文書院だというのは非常に有名でした。だ

から中国に行っていて、上海帰りの人は「自

分は東亜同文書院の卒業生だ」と名乗る人

が非常に多かったのです。もう、このような

学籍簿とか成績簿はないだろうと、自分は

あそこにおったのだから、例えば書院の建

物ぐらいは見たことがあるかもしれないで

すね、そういう人が学歴詐称でたくさん出

てきたのです。私は、愛大に赴任し、書院の

旅行記や書院の研究を始めたころでした。

私がそういうのをやっているというので外

部から電話がいっぱいかかってきたのです。

1 日、多いときは 5～6 件かかってきました。

みんな同じ。「失礼します」と言って、「何と

かの人事課の者ですが、こういう方が書院

の卒業生だと言うのですけれども、本当に

書院の卒業生でしょうか、確認していただ

けませんか」と。当時は今のように個人情報

は厳しくないですから、名簿があるからず

っと調べて「またないな」とか「ないな」と

回答しました。全部偽者というか学歴詐称

です。そういう時代があったのです。今でも

有名人の人で東亜同文書院卒とずっと書い

ている人もいます。あいつは違うと書院卒

生はみんなそれを知っています。1 クラスが

だいたい、1 学年が 70 から 100 人ぐらいで

すから、みんなお互いに知っています。そう

いうようなことが、このときにありました。

だから、この学籍簿、成績簿の確保も本本間間先先

生生のの機機転転、「本本間間ママジジッックク」です。

ちょっと前に戻ります。先ほど私が飛ば

してしまいましたが、これも「本本間間ママジジッッ

クク」です［6］。東亜同文書院大学が閉校する

直前に、本間先生はどんなことを言ったか、

「持っているお金は全部紙くずになる」。こ

れは第一次大戦後のドイツに留学しておら

れた本間先生の経験です。ドイツは第一次

大戦に敗れて、2,000 倍とか 3,000 倍とか、

猛烈なインフレに見舞われました。紙幣は

もう紙切れです。パン 1 つ買うのに、こん

なにたくさんのお金を持って行かなくては

いけないというような中で留学の体験をし

ました。だから、この手持ち紙幣は全部使え

なくなる。お金がまだ生きているうちに全

部食料とかガソリンだとか車、それから、も

う一つ、金の延べ棒に換えたのです。帰国す

るときに金の延べ棒なんか持って帰れませ

んから中国の人に預けました。中国の人に

そんな信用できる人がいたのかということ

になるのですけれども、本間先生にはいろ

いろな信用関係がある人が何人かおられて、

その中の特定の人にお願いをしてこれを預

けていきました。この人は戦後台湾へ移っ

て、台湾ヤクルトの社長になった方です。そ

の人に預けました。それでもって、学徒出陣

から帰ってくる学生たちの面倒を見る、そ

れから書院の教職員の生活費の面倒も見る、

帰国のときの費用にも充てます。だから、そ

ういうことがなかったら、みんなお手上げ

です。大変な目に遭っていますね。思考停止

になったと思いますけれども、こういう機

転を利かせたものだから無事に終戦の明く

る年の 5 月、帰ってこれたのです。しかし、

呉羽校舎へも帰れませんでした。これはな

ぜかというと、近衛文麿という戦争中に総

理大臣を経験した方です。終戦の年の 12 月
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に東京裁判がすぐ始まります。そのときに

出頭命令が来ました。いろいろ複雑な思い

だったと思いますが、いろいろ聞かれて、自

分が側近である天皇との関わりをいろいろ

取り沙汰される可能性もあったので嫌なこ

とだったと思います。この方は、その前の日

に青酸カリを飲んで亡くなってしまいます。

これをめぐってたくさんの作品が書かれて

います。しかし、近衞文麿前総理が東亜同文

会の会長をやっていました。これは東亜同

文書院の経営母体です。その結果、それが

GHQ によって閉鎖されて解散命令が出ま

す。ということは、書院、呉羽分校ともに財

政基盤を失いましたから呉羽にせっかく分

校ができたのに閉鎖せざるを得なくなった

のです。

10. タッチの差で確保できた豊橋キャンパ

ス－神谷教授のひらめき－

それを本間学長に伝えたら、「内地で新し

いキャンパスをすぐ探せ」と、連絡があり、

そのときに呉羽分校にいた先生で神谷先生

という方がおられました。愛知県の高浜出

身です。この愛知県あたりはよく知ってい

ます。ここ豊橋に 15 師団、教導学校、予備

士官学校がありました。軍縮で 15 師団は大

正の終わりに廃止になって、その後、教導学

校、これは兵士訓練の学校、それから予備士

官学校、これは神宮で学徒出陣の学生たち

が大行進になって戦場に向かうというシー

ンがテレビで流されますけれども、彼らは

トレーニングしていないのですから、いき

なり戦場には行けないですね。事前に学校

でトレーニングを受けます。今の愛大のキ

ャンパスではその時、最後に予備士官学校

になりますから、そこで学生を収容して、訓

練し、そこから戦場へ行くということにな

りました。

神谷先生は、その跡地が、空いているとい

うので名古屋の管理局へ行って、それに申

し込みをしたわけです。実は当時、前もちょ

っとお話をしたように、今は名工大、当時、

名古屋工業専門学校がやっぱり校舎が焼け

てしまってどこへ行くか、豊橋に陸軍予備

士官学校跡地がある。さあ、ここへ行こう

と、教授会でほぼ決まりかけたのだけれど

も、建築系の先生方だけが反対をしたので

す。それで延期になりました。また、豊橋市

はすぐに商業学校にする、今の商業高校で

す。そういうような動きもあったのです。そ

のときに名古屋の管理局は、「あなたにやる

気があるなら、すぐここに印鑑を押してく

ださい」と言われて、印鑑がなくて押さなか

ったら、もう次の人の順番に回ってしまい

ます。そこで、この神谷先生が独断で押印し

たのです。それ以外にもう適当なキャンパ

スはないということです。これが良かった

と思います。こういうことになったのも、や

はり「本間先生のマジック」が効いていたと

いえます。それで、タッチの差で確保してき

たのです［8］。

今度は地元で愛大を迎えた政財界側の人

達です。

これが本間先生、地元の財界のこれは神

野太郎、そして神野三郎、という広大な神野

新田を造成した重鎮です。これが横田市長、

こっちは先生たちです。後でもう一回出て

きます。こういう顔をしています。神谷先生

は大きな功績者ですが、後にちょっといろ

いろなことがあって國學院大学のほうへ移

って、そちらで先生をやります。
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11. いよいよ旧制「愛知大学」の創設と天皇

の裁可

それで、いよいよ新大学を構想するとい

う形が出来上がってくるわけです［9］。1 つ

は、豊橋市の全面協力。空襲で街が焼かれた

中で、当時多くのお金を寄付していただい

た。今に換算すると恐らく億単位のお金に

なるのではないかと思います。それから、新

城の薬屋さんの富田実平さんにも同じぐら

いの額を提供してもらっています。それか

ら、豊橋財界の全面協力、先ほどの神野家を

中心にして神野新田をつくった人です。そ

れから、愛知県知事をトップにして県下の

企業の寄付体制がつくられました。だから、

愛知県の知事も全面的に協力してくれたの

です。

さて次は人事です。その人事は、旧制大学

相当の人材を集めないと文科省の資格審査

に通らないから、そこで本間先生がこの辺

のところを、特に書院の先生も含めながら

京城や台北の旧帝大の先生達、一流の法曹

会人材など他の先生たちも入れて、「法経学

部」のスタッフとして揃えます。また大学の

名前は「知を愛す－愛知大学」がいいのでは

ないかと、これは神谷さんと本間先生との

合意です。知を愛するというのがいいので

はないかということで「愛知大学」となりま

した［12］。

愛知大学そのものは現在、もう 70 年以上

歴史がたっていますから、まさに、その歴史

をもっと振り返ってみる必要があります。

愛知県は残念ながら文化芸術関係はみんな

「名古屋を飛ばし」で、東京、大阪、京都、

福岡の順で巡り、名古屋はなかなかやらせ

てくれない。名古屋はお客さんが少ないの

です。戦前から生産県で、戦後はトヨタ自動

車の生産第一主義の力もあるのでしょう。

大型の工場のシステムが県の中心になって

おり、みんな夕方、仕事が終わったあとの慰

労は誇大にいうとパチンコばかりです。パ

チンコ屋さんは非常に数が多いです。だか

ら、そういうところへ欧米流にアフターフ

ァイブ、アフターセブンの仕掛けで文化場

面を持ち込むことはむずかしそうです。文

化的ないろんな事業も、それから知的好奇

心もパチンコに負けているようです。だか

ら、「愛知大学」は知を愛すという大学です

から、せめて愛知県の知的レベルをぐーっ

と上に上げるという役割を本間さんは考え

たのだと思います。知を愛するというとこ

ろで頑張らなくてはいけないと思います。

いい名前を付けてあるのです。

これは、いよいよ豊橋に誕生した大学の

当時の模型です［39］。のちに短大をつくっ

たときの校舎が入っていますけれども、そ

れ以外はみんな昔どおりです。これが私た

ちのいる記念館です。これがグラウンド、先

ほどの市民と一緒に運動会をやったところ

です。馬術部とかいろいろあります。ここが

兵舎で、寮になったところです。寮にはいろ

いろな名前が付いています。こちらは当時

の軍隊時代の講堂です。愛知大学ができた

ときは講堂兼体育館となりました。今は、新

しい体育館がここにできましたから、元の

体育館は第 2 体育館になっています。いろ

いろ兵舎の跡のところに新しい校舎が今で

きていますから、昔の兵舎の跡は一部をの

ぞき見当たらなくなりました。今、ここのと

ころに新しい校舎を建てようとプランが進

んでいますけれども、まだまだ先の話です。

これが財界の人たちです。神野家、神野家

を訪問した時の写真です［13］。トップの人
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たちとの交歓会です。これが横田市長さん

です。この市長さんは愛大に責任をきちん

と持つ、食糧はサツマイモがたくさん採れ

るというようなことで、非常に豪気な人で

した。この人が全面に受けてくれ、旧制大学

としては 6 大都市以外では豊橋に最初の旧

制大学の立地が実現したのです。そういう

点では大変うれしかった、喜んでいただい

たのです。

これもそのワンシーンですけれども、こ

れが豊橋市長、大野佐長という人です［14］。

ずっと後に愛大事件というのが起こります

（後述）けれども、愛大事件のときに豊橋市

警察署の署長でした。当時は市町村警察で

したから、県警はできたばかりで、県警が大

変存在感をだしたがっていた時代です。ち

ょうどそのときの事件だったのです。県警

は過剰に張り切りすぎたと思うのです。愛

知大学にとってみれば、夜間、学生が学内に

侵入してきた不審人物を捕まえたらそれが

警察官だったというだけの話ですけれども、

解決するのにずいぶん時間がかかって、愛

大は赤い大学だといわれまして、大変迷惑

を受けることになりましたが、その相手側

の張本人です。

私が中学校のときには、この息子さんも

同じ学年であって、家に遊びに行ったこと

があります。いつもにこやかな方でした。警

察署長の時代は、豊橋駅でいつも駅の改札

のところに立ってお客さんに演説をしてお

られました。こういうことに気を付けまし

ょうなどと。だから、いい署長であったと思

っていました。愛大事件を通して、また終わ

ってから愛大の先生たちとコンタクトがあ

って、やはりちょっと後ろめたいところが

あったと思います。愛大の先生たちは本間

先生を含めて非常に素晴らしいと、そこで

署長の息子は 3 人、みんな愛大に行かせま

すということで、愛大卒業生になっていま

す。そういう人です。

実は、雑談をすると、そのとき駅での演説

を聞いたのが、私が中学校の 1 年生か 2 年

生の時です。学年別雑誌がありますね、その

雑誌に作文コンクールがあったから、駅で

客に語りかけるこの警察署長について書い

たのです。そしたら、1 等になって、当時は

ほとんど手に入らない革のグローブが送ら

れてきました。だから、グローブをプレゼン

トしてもらえるようになった、私としては

非常に尊敬していた署長だったわけです。

その署長が愛大事件で取り締まりをやって

いたと愛大へ着任してから聞いて、えーと

思ったりしたのですけれども、これもいろ

いろな縁です。

本筋へ戻ります。それで、いよいよ大学の

設立趣意書が作成され、申請されたのです。

これは先ほどと同じ内容になります。吉田

茂総理大臣から愛知大学を大学令によって

設置する件、適当と認めるのでうまく処理

をしてほしいと、そういう文章です。これは

貴重なものです。それで、前にも言ったよう

に、当時は天皇が裁可する、承認するわけで

す。ここにありますね、「愛知大学を大学令

によって設立する件に謹んで裁可を仰ぐ、

吉田茂」［11］、総理大臣が天皇に対して上奏

するわけです。天皇は裁可し、承認と印鑑を

押します。押したのはこれです、簡単です

ね。本物はありませんよ、本物は文部省にあ

るものです。朱肉か何かで押したはずです

けれども。

ところが、うちの記念センターでいろい

ろ展示をするときに、これがここしか押し
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ていないものだから邪魔だといって、ここ

だけ切って展示しました。私はそれに気が

付いて「これは駄目だ、これがものを言うん

だから、ここは大事にしなければ」というわ

けで、今はこの印付きで展示をしてありま

す。そういうことがありました。

今の大学は、認可は文部大臣です。天皇で

はありません。裁可印を拡大するとこうで

す。こういうのを付近で持っている大学と

いうのは、ほとんど今はないと思います。

12. 背景としての書院精神のレビュー

－荒尾精と根津一そして書院の授業－

ここで簡単に、ちょっとだけレビューを

すると、元はというと前述の近衞文麿総理

大臣の父である近衞篤麿公に戻るのです。

この方が中国の南京で最初に南京同文書院、

中国側のトップと交渉をして日清の学生を

集めた学校を開くということを協議し決定

したのです。これが東亜同文書院に発展し

ていくわけです。左側が荒尾精という方で、

右が根津一。この人が貿易実務学校、ビジネ

ススクールというものが要るのだと。協議

のさい、近衛篤麿が「中国が列強にやられて

いるのは、教育レベルが低過ぎるからだと、

日本は欧米からいろいろな実学を学んでい

るから、それを清国の学生に教えたい」、一

方、荒尾精は「清国がなぜこんなに弱いのか

というと、貿易がほとんどできていない、経

済が弱い、そこで日本と清国の間の貿易を

やれば両本国のウィンウィンになって、列

強に対しても抵抗力を持つだろう」という

発想を持った人です。

それで、「南京同文書院」は一応成立した

のですけれども、直後に義和団の乱という

外国人排斥運動が広がってきて、南京を攻

めるということになったので上海へ移動す

るわけです。そのときに荒尾精による新た

なビジネススクール構想の実現というもの

があったものですから、それと合体して「東

亜同文書院」の誕生ということになってい

ったわけです。

この人が、荒尾精の陸軍大学校のほとん

ど同期の人、根津一ですけれども、明治期前

半の教育システムが非常にまだ不十分だか

ら、軍隊の中でいろいろ勉強した人です。後

で荒尾とともに 2 人とも軍を辞めます、軍

籍を取り去ります。根津一は長いこと書院

の院長を務めています。

荒尾精の考え方、これも前にちらっと言

ったと思いますけれども「石鹸」です。体を

洗うソープ、石鹸は自分の体を減らしてま

で相手をきれいにする、きれいにすること

よって自分の体を減らしていく、そういう

精神で社会へ出ても相手も考えながら頑張

る、そういう経済人になれと、そういう教え

です［10］。

前の話の復習になるかもしれませんけれ

ども、同志社の学生の話が一件あります。こ

の荒尾精は日清戦争に反対し、その後、京都

の東山に住んで、禅の修行をしていたので

す。同志社の新島襄の墓がすぐ近くにあっ

て、同志社の学生が時々遊びに来て、その一

人がある時、「同志社の先生以外で一番尊敬

するのは荒尾先生です」と、卒業のときのあ

いさつに来たのです。それで荒尾精は、これ

は横書きですけれども、縦書きの「石鹸」と

いう文字の書を彼に与える。彼は網走の刑

務所の教誨（きょうかい）師になって、赴任

する時でもあって、あいさつに来たのです。

荒尾はそれを見送ったのですけれども、そ

の方が後に同志社へ戻ってきて総長になる
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牧野虎次総長だったという一件です。だか

ら、荒尾は同志社総長も育てたのです。

これは根津先生の書です。「至誠如神」、要

するに誠の心を伝える、それはまさに神様

と同じようなものだ、そういうような思想

を持った人です。儒教の思想家です。根津先

生の授業は書院必修科目で「倫理」を教え、

共存共栄を考えられる事業人になれるとい

う授業です。書院卒業生に雇用された現地

人からは、高く評価され、よい労使関係であ

ったとされています。

これは東大の工学部を出て船会社に勤め

ていた方が、もう 4～5 年前です、東亜同文

書院のことを知って、長崎と上海の間を行

き来して学生を乗せていたのが「上海丸」だ

ということで、戦争で沈没した上海丸を復

元し、寄贈してくれました。

いろいろな、書院の院長写真です。これは

左側が近衛文麿、自殺した元総理です。右は

大内暢三という近衛篤麿公の付き人、秘書

をしました。大内は世界中、近衛さんが行く

とみんなついていった。だから近衛さんと

はツー・カーの仲です。九州の出身で、この

大内院長から大学に昇格し、学長になって

います。初代の学長です。

それと、中国側も書院の 20 周年記念のと

きに黎元洪（れいげんこう）という中華民国

期に大総統になったから、こういう揮毫（き

ごう）を寄せてくれたのです。この人は、辛

亥革命で清国が革命軍に負けてしまったと

きの清国側の漢口で戦ったリーダーです。

革命軍は勝ったけれども、軍隊内には有名

人がいない。あの国はメンツの国ですから、

そこで有名な「おまえがなれ」と敵対してい

た向こうの大将を自分たちの大将にします。

中国は情報を非常にうまく使う国ですから、

全国に向けて革命軍が勝ったという情報を

ばーっと流していったものだから、清国側

の軍隊は「えー」というようなことで力が抜

けてしまったわけです。あの国は、そういう

PR が非常に上手な国です。今もそうです。

そういうような珍しい生い立ちを持つ人で、

次々に昇格し、大総統にまで登りつめまし

た。これが記念センターにそのまま大きな

額縁で置いてありますので、中国、台湾から

来た来客たちが、何でこれがここにあるん

だといってびっくり仰天するのです。

孫文なんかも、こういうふうに学生たち

の旅行に対して揮毫を送ってくれました。

これが今本学記念センターに展示してある

ので、ぜひまたご覧になっていただくとい

いです。

中国語の元は、御幡
お ば た

という中国に留学し

て長崎に戻ってきたときに荒尾精と出会っ

て、荒尾精に中国事情から中国語までを勉

強させた人がスタートです。

書院の学生たちは語学を中心にして、中

国語を学びます。戦後、愛知大学へ入学した

学生諸君は、かつてはこの前のこの授業で

紹介したように、例えば、愛知県出身の上級

生が 1 年生を相手に朝昼晩とトレーニング

を受する仕組です。これを念書といいます。

また、中国人と日本人の先生がペアで中

国の授業を担当する、こんな感じでやりま

した。これは、前回やりましたね。学生たち

はこんなにも各地を旅しています。従って、

膨大な情報を書院としては集めて、これが

中国研究の総合大学として大学へ昇格する

きっかけになっていきます。従って、そうい

う人たちが戦後、敗戦とともに中国から帰

国、多くは愛知大学に来たのです。この赤い

ラインは書院の人の軌跡であります。それ
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から東京からも、関西からも、学生たちも法

政とか日大とか明治とかの大学生も豊橋へ

集まって来て、愛大は「引揚げ総合大学」と

いわれました［15］。ここに呉羽校舎があり

ましたけれども、この人たちも愛知大学へ

入学し、愛知大学が誕生しました。

13. 旧制「愛知大学」入学生たち

そのときの学校はどんな学校があるかと

いうと、ちょっとこれも映りが悪い図です、

申し訳ない。元はきれいですけれども、時間

がなかったのでガラスケースの中に入って

いる図を、そのガラスケースの上から撮っ

たため、画像がぼけてしまいました。申し訳

ないです。八十幾つの学校から愛知大学へ

みんな来たのです。私の作った図です。

愛知大学開学当時の様子は、この写真で

す。これは 1946 年ですからいよいよ開学し

たときです。終戦の明くる年のことです。予

科という、戦後の新しい教育で言うと教養

部の辺りに当たります。予科に入る［16］。

この予科を終わった後、学部へ進学するわ

けです。その最初の入り口のところへどう

いう人が入ったかというと、東亜同文書院

の学生は 1 年、2 年、3 年、予科も 3 年制で

入ります。いろいろ途中で学徒動員に行っ

たりしていましたから、元の学年に戻ると

いうことになります。それで 157 人。一方、

北京経専や工業系専なども統合して、東亜

同文書院は、やはり総合大学化を狙ってい

ました。かつて書院は農工科というのをつ

くりました。第一次大戦の不況でつぶされ

たのですけれども、その後はやはり総合大

学を目指して上海、北京に工学部系と経済

専門学校、そういうものを吸収しています。

その原型が北京経専から 11 人、それから台

北帝大から 10 人、満州建国大学というのは

満州の大学を出た後の大学院みたいな、官

僚になる人 7 人。そして、日大、皇學館、

明治、その他が 200 余人、合計 404 人が最

初の予科に入ってきました。この後、順番に

ずっと入ってくるのです。

これは、2 年度の場合だったら予科の新入

生はどうなるかということですけれども、

希望者が殺到するわけです。特に 1 年生で

1,093 人です。ところが、合格したのは 234

人です。たくさん来たからといって全部入

れると、レベルの問題も含めてなかなか大

変だということで、入るときはかなり厳格

だったのです。だから、当時、愛大に合格し

た人はなかなかよくできた人だったと思い

ます。編入でこれぐらい入ってきますけれ

ども、1,000 人のうちの 234 人しか合格者が

出なかったです。

14. 素早かった愛知大学認可と本間先生

そういう人たちが、さっきの市民との交

流をやったわけです。これは前述した復習

です。

この新聞も愛大は引揚げ学生の大学だと

書いてあり、そういう特徴があったわけで

す。

新大学構想の次のⅡ番目としましては、終

戦を迎えて、ちょっと復習にもなりますけ

れども、本間学長達は、上海から昭和 21 年

5 月に帰国をした。それで同じ年の 11 月 15

日には、わずか 6 カ月で文科省に新しい大

学の構想と申請ができてしまう（実際の内

定は 3 ヵ月目）。半年もかからないで、これ

はまたびっくり仰天です。なぜかというと、

先ほどの「本本間間ママジジッックク」ですけれども、呉

羽の校舎の先生たちは呉羽校舎がもう近衛
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文麿が自殺したから学生はいなくなったけ

れども、その後も教授会はずっと続けまし

た。そこの議題は、新しい時代の大学の在り

方をめぐっての議論で、ずっと毎回教授会

で沢山議論が練られて、そこで多くの構想

をもって書類も作られたのです。それと、帰

ってきてから本間先生が急遽実施し、やっ

た最高レベルの人事。これは、書院がバック

ボーンにありますけれども、こういうこと

があったから申請が簡単にとは言わないけ

れども、できたのです。だから、一発で通り

ました。その同じころに出した二、三の大学

は駄目だったのです。そういうことで、そん

な短い間でできたのです。

それで、旧制の愛知大学として認可され

て、先ほど言いました林毅陸という元慶應

義塾の塾長だった先生を初代学長に引っ張

り出してきて、本間先生ご本人は 2 代目か

らです。本間先生は、学徒出陣を認めてしま

った責任をとったのです。

これが、林毅陸学長です。なかなかの経歴

の持ち主です。世界中あちこち出掛けて勉

強をした方です。

これは本間学長、一緒に写っているのは

娘さんで殿岡晟子さんといいます。今はも

う 80 代のなかばぐらいかな、本間先生の面

倒をずっと見たのです。本間先生、学長が公

館で生活しているときにもです。若いとき

からやはり中国との関係があったから、早

くから風水の勉強をしています。今は、週末

は新宿でそれこそ、歌舞伎町だったか、何か

すごいところで手相見をやっています。よ

く当たると自分で言っていました。そのこ

ろまでは渋谷のママと言って渋谷でやって

いたのです。ウィークデイは老人福祉施設

などいろんな施設に行って、ただで手相を

見てあげるという、そういうボランティア

をやっています。なかなかしゃきっとした

女傑の方です。記憶力もお父さんに似てい

るせいかな、私なんかこの年でもう色々忘

れるのですけれども、昔のことを画像を見

るがごとくおっしゃられますし、いろいろ

教えていただいています。

あと、本間先生はこういうわけで、その

後、最高裁の事務総長に抜擢
ばってき

され、2 年間で

戦後の最高裁の民主化を実行した人です。

早くから今のディズニーランド、東京ディ

ズニーシーの漁業権の問題で漁民を保護さ

れてきました。三河港では大崎漁場の問題

も弁護されました。それから、女性の権利も

戦前の段階で一生懸命やった人です。そう

いうふうにフリーに物事を考えた人です。

だから、愛知大学も学問だけではなくて、こ

ういうような幅広いいろいろなことができ

ました。

愛知大学は、前に言いました学長は理事

長を兼務しています。だから、学長選挙のと

きには、学部の先生が選ばれて理事長を兼

務されています。だから、多くの場合はみん

な学問の先生ですから幅が狭いです。その

社会性をどう身に付けるかということにな

ると、そう簡単ではないです。だから、そう

いう方が同時に経営者になっていますから、

やはりトレーニングが必要です。そのモデ

ルは本間先生を見るといつも思いますけれ

ども、こういう何でもの歴史、何でも参考に

なることは吸収しよう、そしてそこから先

をどういうふうに見ていくかみたいな力を、

時代の中で身につけられたとも言えます。

ベルリン留学も先ほどありましたが、その

他国内でも一橋になる前の東京商大の白票

事件とか、いろいろなものにからんで、しか
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も上海で敗戦処理、閉校の処理もしたわけ

ですから、そういう点では紛れもなくスー

パーマンです。農家の人を百姓と言います

けれども、あれは百の仕事ができるという

意味です。本間先生は、だから百姓です。

これは本間先生から呼ばれてきた優れた

先生たちのその顔写真です。これを見ると

名前が浮かんできます。ちょっとなかなか

分かりにくいと思いますけれども、その道

のトップクラスの教授たちです［27］。とに

かく旧制大学で教授という形で申請してい

るわけですから、しかも、それが一発で通り

ましたから、そういうような人たちを、本間

先生はそれを熟知した上でやれる見識と人

格があったということです。

それから、本間先生は 3 回火事に遭って

いますから、先生の遺物が少ないのです。3

回。ベルリン時代は、古本屋さん、ここから

先の壁ぐらいのところまで本を購入したそ

うです。当時、インフレですけれども日本円

は強かったですから、全部買ってきたそれ

らの本が残念ながらみんな焼けてしまった

そうです。これは六法全書で、本間先生が編

集している版です。こういう現物もなかな

か見つけられないです。

これは、先ほど言いました本間先生が最

高裁の事務総長になったときの任命書です

［24］。そのときの裁判長は最高裁三羽がら

すのうちの 2 人、「田中耕太郎」と「三淵忠

彦」で、もう一羽が「本間喜一」です。本間

先生は三淵先生を大変尊敬しています。田

中耕太郎、この人に対してもそういう気持

ちです。だから、愛大ができてから、こうい

う人たちが愛大へ来て講演をしてくれたの

です。これは本間先生の力です。当時相当立

派なことだったと思います。

これは、東亜同文書院時代の本間先生で

すけれども、高垣寅次郎という東京商大の、

一橋大学の前身のときの教授です。こうい

う人たちも片っ端から招いて東亜同文書院

大学で集中講義を担当されたのです。そう

いうわけで学生の本間先生への信頼は非常

に高かったです。

もう一つ、これは戦前の話ですけれども、

ちょっと分かりにくいかもしれませんけれ

ども、フェンシングです。こっちが剣です。

本間先生は法政大学に講師に出ておられま

したが、戦前はいろいろな大学へ出かけら

れ、旧制大学の先生もみんな授業を平等に

各大学へ行って授業をやっていたようです。

今とだいぶ違います。そのときに、法政大学

へ行ったときにフェンシング部の部長に任

命されます。フェンシング部は日本で最初

です。法政大学に最初にできて、しばらくし

てから慶應がそれをまねしてできて、それ

で試合ができるようになりました。いわば

先生はフェンシングの創設者です。戦前の

1940 年の幻の東京オリンピック、戦争で流

れてしまいましたが、国内では剣道がある

という理由ですぐには受入れられなかった

のですが、先生は国際的ネットワークを使

い、正式種目にまでしたのです。本間先生は

すごい人ですね。だから今は、日本はフェン

シングがだいぶ若い人が強くなっています

けれども、本間先生のおかげです。

これは、本間先生の後の小岩井先生です

［26］。この先生が学長を継いだのです。

15. エピソード

それで、旧制愛知大学がいよいよスター

トした、私がまず 1 番目に思うのは、やは

り学生たちの活躍です［19、22、23］。最初
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［20］ 

［22］ 

［21］ 

［19］ 

［23］ 

予科学生（昭和 24年） 

愛大豊橋学生同盟 

竹尾氏が描いた愛大生と愛大 初の女子学生 4人 
（思草寮） 

愛
大
校
章 
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［24］ 

最高裁事務総長への任命状 
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［26］ 

［27］ 

現在の「自由・受難の鐘」（豊橋校舎） 
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にお話したように、豊橋を文化都市にしよ

うと学生たちが発想し実行したというのは

すごいですね。

（1）サツマイモと停電

しかし、当初は食糧難の時代でした。その

代表はサツマイモ、食べる物がないから、大

変助けられました。当時食料難でしたから

学生、寮生もそして先生たちも本当に苦労

しました。そして夜は、電気が夜 1 時間ぐ

らいしかつかないです。だから、宿題なんか

出ると大変です。終わらないうちに暗くな

ります。だから、わが家も父が小さいバッテ

リーを買って、小さい明かりでやりました。

それでも明るかったのを思い出します。

学生たちも寮がやはり停電になるから、

どこへ行ったかというと、みんな歩いて豊

橋駅へ行くわけです。駅はずっと明かりが

ついています。そこで勉強したのです。そう

いう苦しい生活の中でサツマイモとの出会

いです。これは、この辺の特産でしたから、

これで飢えをしのいだのです。

（2）新設予定の名古屋大学からの合併案を

拒否

それから、新制の名大の人文社会系学部

との合併を拒否したことです。名古屋大学

は旧制大学でが、それは戦時中に軍事のた

めの研究をした理工学部としてつくられた

のです。それで、戦後になって名古屋も少し

復興してくると、名古屋の財界のほうから

名古屋大学は理工学部しかない、あと人文

社会学系がない、それをつくりたい、つくっ

てほしいという要望が出てきたわけです。

そこで、名大側としては、そうはいっても図

書がない、人材がないです。図書は、先ほど

も言いましたように神宮皇學館がつぶされ

て、そのときに図書がたくさんありました。

日独伊防共協定が戦時中からありましたか

ら、ドイツとかイタリアの本が入ってきま

した。だから、それをベースにすれば名大は

法経学部とか文学部ができるのではないか

という話です。本はいい、しかし、人材がい

ない。見たら豊橋に旧制の大学として愛知

大学ができた、あそこと合併したらいいの

ではないかと、取り込んだらいい、そういう

発想です。

そこで、愛大側としてもびっくり仰天し

て、先ほどの第二講堂へ教職員と学生がみ

んな集まって何回にもわたって会合を開く

わけです。その結果、結論から言えば、われ

われのほうは書院からの伝統がある、名大

はまだできていない、海のものとも山のも

のとも行く末は分からないと、もっともだ

と思います。だから、書院からの伝統のほう

を引き継ぎしました。もう 1 つは、戦争中

を考えると国立大学というのはみんな国の

指揮の下にあって自由な研究というのはみ

んな制約された。追放された先生もたくさ

んいます。そこをずっとやってきた私学と

しての自由は大切だということです。基本

的にこの 2 つの理由でこれを拒否しました。

こういう話を学生にすると、「いや、先生、

名大になっておけば良かった」と、そんな人

もいますが、だけど当時としては名大には

形もなかったのです。そういうようなこと

で、教員と学生が合意したのです。書院出身

者側にはプライドもあったことでしょう。

これに関してはほかに若干の幾つかの理由

がありましたけれども、基本的にはそうい

うことで決着です。
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（3）「愛大事件」

3 番目としては、先ほど言いました「愛大

事件」がありました。これは、戦後前述した

ような形で市民との交流を主に順調に交流

しはじめたときに起きたのが愛大事件です。

先ほども言いましたように夜中のグラウン

ドで 2 人の不審者を学生が捕まえました。

私共の記念センターのほうに越智さんとい

う方が来られますけれども、市内で床屋さ

んをずっとやっておられた方です。この人

も愛大の卒業生で、当時 2 人の警察官だと

分かったんで、色々写真で撮っていたとの

ことで、それらを見せてもらったことがあ

りましたけれども、明らかに警察側の、スパ

イ行為です。警察官の愛大侵入の当時、全国

で学生運動も盛んになりかけていました。

東大ではポポロ事件が起こっていました。

愛知大学は新しくできたばかりの大学なの

にというので地元大手新聞なんか大騒ぎで

した。しかも、その地元大手の記事は最初の

ほうは大変間違っていました。大変間違っ

た記事を載せて、のちまで風評被害を愛知

大学が受けたのは残念でした。

だけど、本間先生は学生の証言の方を信

じました。そして、本間先生が「学生は三親

等の中の学生だ。だから最後まで面倒を見

る」と言って無罪まで弁論で持ち込んでい

ったわけです。しかし、少し時間がかかりま

した。そういう点で愛大が払ったツケ、ほん

の一瞬の出来事が愛大事件になって、農村

が多かった東海地方では、東京では問題に

ならなかったこの種の事件なのに風評が広

がり赤い学校だといわれたりしました。そ

れを払拭するのにずいぶん時間がかかりま

した。私も愛大に赴任したころは、地理学を

やっているからあちこちで結構、いろいろ

な地域での地域づくりとか、いろいろな講

演を頼まれて出かけましたけれども、ある

時、会場近くを通りかかった農家の人が「お

い、大丈夫か、愛大の先生なんか呼んで。赤

い先生と違うか」などと話すのを聞いて、び

っくりしたことがありました。田舎のほう

に行くとそういうことが当時まだありまし

た。その点では情報の流され方というのは

非常に大きな影響を与える、ことを知りま

したし、「知」を「愛する」努力の不足を感

じました。愛大にとってはこのことはちょ

っと不幸でした。県知事をトップに寄付金

の募集をやっていたときですから、残念な

ことでした。

（4）薬師岳山岳遭難事件

次は山岳遭難、薬師岳です。これも、この

年は三八豪雪の大雪で、この東海地方にも

30 センチぐらい雪が積もったのです。皆さ

んも経験があるのではないかと思います。

あのために中国地方、山陰地方は、ひどいと

きは 10 メーターぐらい雪が積もりました。

2 階があっても出入りができなくなりまし

た。みんな死ぬかと思ったわけです。ヘリコ

プターも雪が多くて食料を供給できないで

す。雪がようやくやんだ後、多くの人たちが

一斉に村から大阪に出ていく、広島へ出て

いくというわけで、いわゆる挙家離村のき

っかけで、これが戦後日本の山間地域から

の人口流出のはしりとなったのです。

そのときに愛知大学山岳部の学生たちが

1 年、2 年を中心に、3・4 年生は試験がある

から参加できず、そういうちょっとベテラ

ンがいなかったときに雪が 1 カ月降り続い

た中で北アルプスへ登山に出かけたのです。

しかし、下山がなく、大騒ぎになりました。
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本間学長が最初は「帰ってきたら、みんな丸

刈りにする」と言っていたそうですけれど

も、全員 13 人、これは山岳事件としては戦

後最大規模の大事件になってしまいました。

各新聞社から、豪雪の中、ヘリが飛んだり、

愛大OBはじめ、いろんなところの山岳部、

各地のチームなどがいっぱい協力してくれ

たのですけれども、結局最終的には全員死

亡で発見されました。その時、本間学長は、

それへの対応処理を一生懸命やりました。

「「命命はは地地球球よよりりもも重重いい」」とといいうう名名言言が残っ

ていますけれども、そういう本本間間先先生生のの名名

言言で全国から義援金がいっぱい集り、捜索

費をはるかに上まわる額になりました。余

った分はどうしたか、これは今ある富山と

長野の山岳遭難対策警備隊の創設費の基金

として寄付したのです。これもやはり本間

学長の知恵です。これをみると、いかにリー

ダーの指導力と発信力、行動が重要かとい

うことがよくわかります。本間学長はその

モデルになります。

（5）本間学長の新学部構想

本間学長は、そのころ考えていた新学部

というのは農学部と水産学部、これは農工

科というのは書院が持っていたのです。水

産学部は三河港で本間学長は漁民と関係が

ありました。医学部というのは、地元国立病

院はずっと 15 師団以来の大きな病院でし

た。それとくっつけたらどうかという構想

です。それから、付属高校です。これも岡崎

につくる、調印の直前までいったのですけ

れども、本間学長が山岳遭難事件の責任を

とり、学長を辞任したためすべて立ち消え

ました。みんな本間先生がずっとやるつも

りでいたから、学長の受け手として帝王学

をやっていた先生が一人もいなかったので

す。だから、あと引き継いで学長になった先

生も大変です。どうしていいか分からない。

そういう点で、本間先生には辞任しないで

ほしいという強い要望があったのですけれ

ども、やはり弁護士でもあった先生ですね、

責任をきちんと取るということです。愛知

大学はそのおかげでちょっと足踏み状態の

ときがありました。これはもったいないこ

とをしたのですけれども、だけど、そこに行

く間には新しいいろいろの問題もありまし

た。

うちの先生に酒井という法律の先生が愛

知大学史を検討するだけの時間が生まれ、

その後にこんな文章を書いています。会場

の皆さんにちょっとプリントしておきまし

たけれども、世界の大学史から愛知大学の

成立のそういう経過から言うと、世界を見

ればすごいことで、ベルリン大学と同じだ

と、ドイツのさっき言いました戦争に負け

た状況もふまえてです。プリントでお読み

下さい。

（6）愛大学生による豊橋学生同盟

入学した学生たちもやはり活発でした。

こういうふうに有志が「豊橋学生同盟」とい

うのをつくって、豊橋駅に詰めていて、海外

から引き揚げてきた人たちの面倒を見てい

ます。これは舞鶴、大陸から戻ってくる人た

ちがみんなあそこに上陸します。「岸壁に母」

の唄で有名な港です。そのところにも出掛

けて行って支援しており、現地の記念館に

は、「豊橋学生同盟」という記録が残ってい

ます［21］。豊橋駅を中心にしてそういう活

動をしたのです。あちこちの外地から帰国

して人々が戻って来る。学生自分たちもま

258

同文書院記念報　Vol. 29（2021.03.31）



 23 

た外地から来たのですから、そういう人た

ちの面倒を見ようじゃないかということで

やったのです。舞鶴の引揚げ者記念館には

愛大の「豊橋学生同盟」の活躍も展示されて

います。

（7）竹尾画伯の愛大生とキャンパスの絵

これは絵描きさんが愛大生や周辺風景の

絵を描いて残してくれています。寮にはこ

ういうふうに「翠嵐寮」とか「思草寮」「学

生寮」と名前が付いて、すてきな名前だと思

います。これは竹尾さんという方の絵で、当

時の雰囲気が伝わってきます。バンカラで

すね。これもそうです。寮は毎年お祭りをや

って、当時は寮を中心に動いていました。

（8）寮生たちの「黒部の太陽」エキストラ

出演

これは、寮生の人たちの活躍の一部です

［35］。この写真の中央はなんと「石原裕次

郎」そして「三船敏郎」です。なぜかという

と、「黒部の太陽」という映画があったでし

ょう。時々再放送されます。最後のほうでト

ンネルの中で水がいっぱい出てきて大変な

シーンがありますけれども、あの大騒ぎに

なった時のスタッフが愛大の寮生たちのエ

キストラです。富山まで行ったことがある

ということはなくて、どこで撮影したかと

いうと豊川に戦前、海軍工場があった跡に

戦後できた熊谷組です、あの一角をセット

にしてみんなで出演したのです。それで、愛

大の寮生たちが沢山この映画に出演したの

です［35］。だから、あの映画が上映される

ときには、ぜひ見てみてください。愛大生は

当時、みんな懸命に走り回ったためかスマ

ートで寮生たちは大変元気で、色々な活動

もしており、ロケにも招かれたのでしょう

［36］［37］［38］。

それで、思いっきり勉強して、一生懸命

研鑚
けんさん

したのです。勉強する人が非常に多か

った。

これは授業ノートです。ここに何冊か展

示してあります。ノートには熱心に学んだ

証がみられます［29］。前述した越知さんの

ノートです。見た人たちは皆驚いています。

これは昭和 26 年です。26 年ですから 22

年入学ですか、この人たちが本学前で卒業

式後の記念写真です。当時はこれだけの学

生でした。

（9）全国寮歌祭 in 愛大

やはり寮にも寮歌ができました。本間先

生が愛知大学の「旧制愛知大学予科」は全国

寮歌祭に加盟できる筈だと卒業生にプッシ

ュして、参加できるようになりました。そし

て、これは豊橋、愛大でやったときに全国の

寮歌祭［34］。今でもやっています。これら

は旧制高等学校です。旧制高等学校は多く

が年をとり、なくなっています。面白いこと

に愛大が今こうやって生きているから、こ

れを支えるのは、愛大の卒業生しかいない

のです。世代交代です。だから、今、愛大の

卒業生の人たちが全国の寮歌祭を支えてい

ます。面白いですね、一番最後に入れてもら

っているのですよ。

そういうわけで、最初のころのキャンパ

スの様子です［39］。キャンパスも変化して

います［40］。こういうのも模型で作ってい

ます。

（10）「自由・受難の鐘」

最後に、これは、書院の時代の鐘です。か
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つて昼飯時や授業開始、終了のときに鐘を

鳴らして知らせたわけです。これは今や「自

由・受難の鐘」として継承され［28］、愛大

史を語るシンボルとして豊橋校舎だけでな

く、名古屋校舎にも設けられています。これ

も卒業生たちから継承された愛大精神の核

です。この後は図書館です。

16. おわりに

というようなことで、ちょっと時間が過

ぎてしまいましたけれども、きょうは最後

に色々なエピソードまで添えてみました。

戦後に設立された愛大がこうやって見る

と、非常に燃えていたことがわかりますし、

きわめてドラマチックに愛知大学が誕生し

たことがおわかりいただけたと思います。

その核心は最後の東亜同文書院の学長であ

り、愛大を中心的に創設した「本本間間先先生生ママ

ジジッックク」です。やはり書院の伝統を踏まえて

本間先生のパワーが非常に大きかったこと

がわかります。

問題は、そういう過去のことを今日の愛

大で新たに再評価し、吸収していただき、

「温故知新」としてモデルとして学び、新た

な大学像に向けて進んで欲しいと思います。

以上のようにドラマチックな愛大誕生物語

を皆様にも御理解いただければ幸いですし、

愛大は面白そうで奥深い歴史もあるという

ことで、さらにご関心を持っていただけた

ら幸いです。長時間ご清聴ありがとうござ

いました。

＜付記＞

本講演は 2020 年 10 月～11 月に豊橋市南

部地区市民館で行った筆者の連続 3 回シリ

ーズのうち、最終回分を記録したものです。

最後に、校正チェックにご協力いただい

た当センターの伊藤綾子さんと佐原陽子さ

んにお礼申し上げます。
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映画「黒部の太陽」ロケ・石原裕次郎、三船敏郎らと翠嵐寮生 

［35］ 

［36］ 

［38］ 

翠嵐寮生 

［37］ 思草寮生 

「寮祭」昭和26年 
（於、体育館） 
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［39］ 

［40］ 

創設期の愛知大学キャンパス（正面左が本館、最奥の建物群が寮） 

1980年代の豊橋キャンパス 
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