
O
論

説

洋
の
キ
リ
ス
ト
教

東
亜
同
文
書
院
と
キ
リ

ス
ト
教

キ
リ
ス
ト
教
信
者
坂
本
義
孝
の
書
院
精
神

石

田

卓

生

・
・
…

は
じ
め
に

は
じ
め

本
稿
は
、
東
亜
同
文
書
院

の
実
質
的
創
立
者
根
津

一
の
思
想
と

教
育
活
動
、
そ
れ
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
同
校
出
身
教
授

で
あ
る
キ

リ
ス
ト
教
信
者
坂
本
義
孝

の
活
動
を
追
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
亜
同

文
書
院
の
キ
リ
ス
ト
教

に
か
か
わ
る
側
面
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

東
亜
同
文
書
院
は
、

一
九
〇

一
年

(明
治
三
四
)
か
ら

一
九
四
五

年

(昭
和

二
〇
)
ま
で
上
海
に
存
在
し
た
日
本
人
運
営

の
学
校

で
あ

る
。
日
中
提
携
を
担
う
経
済
人
養
成
を
目
指
し
て
開
校
し
、
学
術
研

究
面
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
後
に
大
学

に
昇
格
し
た
。
学
内

に

ハ　
　

は
学
生
Y
M
C
A
も
結
成
さ
れ
る
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
お
り
、

そ
の
中

の
福
井
二
郎

(第

一
七
期
生
)、
堀
亮
三

(第
二
二
期
生
)
、

村
井
美
喜
雄

(第

二
七
期
生
)
は
牧
師
と
な
り
、
坂
本
義
孝

(第

一

期
生
)、
藤
原
茂

一

(第
九
期
生
)、
森
沢
嘉
五
郎

(第

=
二
期
生
)

ハ
つむ

は
母
校
の
教
職
に
就
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
東
亜
同
文
書
院
は
キ

リ
ス
ト
教
系

の
学
校

で
は
な
く
、
ま
た
信
仰
を
個
人
的
な
事
柄
で
し

か
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
信
者
が
い
る
こ
と
自
体
は
不
思
議

で
は

な
い
。
し
か
し
、
坂
本
義
孝
に
つ
い
て
は
信
仰
を
個
人
の
み
の
問
題

と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

か
れ
は
東
亜
同
文
書
院
教
授
以
外

に

ム
ヨ
　

も
、
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
理
事
長
と
し
て
同
Y
M
C
A
経
営

の
外

国
語
学
校
で
教
鞭
を
と
り
、
ま
た
上
海
に
存
在
し
た
キ
リ
ス
ト
教
系

ムぐ
　

の
聖
約
翰
大
学
教
授
に
就
く
な
ど
、

つ
ね
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ

り
の
中
で
教
育
活
動
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の

活
動
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
人
物
が
東
亜
同
文
書
院
で
学
び

、
教
授
と
な

っ
て
い
る
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以
上
、
東

亜
同
文
書
院
と
キ
リ
ス
ト
教

の
関
わ
り
が
問
題
と
な
る
の

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

書
院
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教

e

書
院
精
神

東
亜
同
文
書
院
に
つ
い
て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
事
柄
が
二
つ
あ

る
。

一
つ
は
、
学
生
の
み
で
中
国
大
陸
を
踏
査
す
る

「大
旅
行
」
で

ム
ら
　

あ
る
。

こ
れ
を
も
と
に
編
ま
れ
た

『支
那
省
別
全
誌
』
、
『新
修
支
那

ム
　
　

省
別
全
誌

』

は
総
合
的
中
国
研
究

と
し

て
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、

「大
旅
行

」
自
体
も
大
規
模
な
地
域
研
究

と
し
て
藤
田
佳
久
氏

に

ヘ
フ
　

よ

っ
て
再

評
価
が
す
す
め
ら
れ

て
い
る
。
も
う

一
つ
は

「書
院
精

神
」
と
よ
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
竹
内
好
は
次
の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
。

根
津

一
は
卒
業
生

の
多
数

に
よ

っ
て
今

で
も
追
慕

さ
れ

て
お

り
、

「根
津
精
神
」
ま
た
は

「書
院
精
神
」
と
い
う
こ
と
ば
が

よ
く
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

(中
略
)
こ
の
団
結
心
、

一
種

の
精
神
共
同
体
を
遺
産
と
し
て
残
し
た
こ
と
が
、
歴
史

の
古
さ

だ
け

で
は
な
く
、
東
亜
同
文
書
院
を
他
の
類
似
大
学
と
ち
が

っ

ム
　
　

た
特
色
あ
る
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
だ
。

ム　
　

こ
の
よ
う

に
書
院
精
神
と
は
根
津

一
の
思
想

そ
の
も
の
で
あ

っ

た
。

こ
の
傾
向
は
根
津

に
直
接
師
事
し
た
学
生
間

で
は
特
に
強
か

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
学
生
は
入
学
式

で
の
根
津
の
訓
辞
に
感
動
し

た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

院
長
は
、
「同
文
書
院

は
単
に
学
問
を
教

え
る
だ
け
の
学
校

で

は
な
い
。
学
問
を
や
り
た
い
者
は
大
学

に
ゆ
く
べ
き
だ
。
大
学

は
学
問
の
薙
奥
を
究
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
学
ぶ

の
が
正
し
い
。
諸
子

の
中

で
学
問
で
世

に
立
ち
た
い
者
が
あ
れ

ば
、
よ
ろ
し
く
高
等
学
校
か
ら
大
学
に
進
む
べ
き
で
、
本
日
こ

の
席
に
お

い
て
退
学
を
許
す
。
志
を
中

国
に
も
ち
、
根
津
に

従

っ
て

一
個

の
人
間
た
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
こ
の
根
津
と
と

も
に
上
海
に
ゆ
こ
う
」
と
厳
粛
荘
重
な
口
調
で
い
い
き

っ
た

の

ムい
　

で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
葉
が
学
生
の
心
を
と
ら
え
、

そ
の
思
想
を
深
く
浸
透

さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
教
と
直
接
関
わ
り
な

い
高
等

教
育
機
関

で
あ
り
な
が
ら

「人
間
た
ら
ん
と
欲
す
る
者
」
と
い
う
言

葉

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徳
育
を
重
視
す
る
姿
勢
が
か
れ
の

教
育
の
特
徴

で
あ

っ
た
。

口

根
津

一
の
思
想

ω

王
陽
明
の
思
想
に
基
づ
く
道
徳
教
育

根
津

一
の
思
想
す
な
わ
ち
書
院
精
神
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
か
れ
は
五
〇
年
近
い
東
亜
同
文
書

院
の
歴
史
の
中

で
二

〇
年
余
り
院
長
を

つ
と
め
た
教
育
者
で
あ
っ
た
。
軍
人
で
あ

っ
た
頃

か
ら
中
国
問
題
に
取
り
組
み
、
す
で
に
東
亜

同
文
書
院
院
長
就
任
以
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ム
け
　

前
に
上
海

の
日
清
貿
易
研
究
所

に
参
画
し
て
も
い
る
。
そ
の
思
想
に

ひ
さ

や

つ
い
て
栗

田
尚
弥
氏
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

根
津

の
思
想

の
根
本
に
あ

っ
た
の
は
、
儒
教
と
く
に
陽
明
学
で

と

ど

く

あ

っ
た
。
陽
明
学

の
思
想

は
、

「生
民
」

の

「困
苦
茶
毒
」
を

「吾

が
身
」

の
こ
と
と
し
て
捉
え
、

こ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に

即
行
動

に
移
す
こ
と

こ
そ

「良
知
」
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
(中
略
)

こ
の
陽
明
学

の

「良
知
」
論
は
、
万
人
す
べ

て
が
そ
れ
ぞ
れ
に
所
を
得
た
社
会
を
理
想
と
す
る
清
末

の
大
同

思
想

へ
と
、
ま
た
大
同
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
政
治
論
、
王

ム
に
　

道
論

へ
と
繋
が

っ
て
い
く
。

王
陽
明
思
想

の
影
響
は
、
東
亜
同
文
書
院

で
の
活
動
に
も
認
め
ら

れ
る
。
王
陽
明
思
想

の
関
鍵
に
あ
る

「知
行
合

=

(認
識
と
体
験

行
動
を
不

可
分
と
す

る
)
、
「事
上
磨
錬
」
(日
常
生
活

で
の
自
己
修

養
)
は
、
参
禅
を
好
ん
だ
根
津

の
自
己
修
養
は
も
ち
ろ
ん
、
東
亜
同

文
書
院

で

の
中
国
を
知

る
た
め
に
中
国
の
直
中
に
入

っ
て
生
活
し

「大
旅
行
」
す
る
と

い
っ
た
実
体
験

に
重
き
を
お
く
教
育
課
程

に
通

底
す
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
日
中
間
に
あ
っ
て
ど
う
す
べ
き
な
の

か
を
思
索

し
判
断
す
る
こ
と
は

「良
知
」
論
に

つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
根
津

は
自
ら
の
思
想
を
学
生
に
直
接
伝
え
て
い
る
。
商
業

学
校
で
あ
る
東
亜
同
文
書
院
に
あ

っ
て
、
か
れ
は
実
務
的
と
は
い
え

な
い

「倫

理
」
科
目
を
設
け
、
王
陽
明
の

『古
本
大
学
』
を
自
ら
講

ムロ
　

義
し
た
。

こ
う
し
た
教
育
活
動
の
中
で
、
そ
の
思
想
は
栗
田
氏
が
述

べ
た
政
治
論

へ
の
つ
な
が
り
よ
り
も
、
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
強

い
印
象
を
学
生
に
あ
た
え
て
い
た
。

そ
の
教
育
の
方
針
は
、
人
格

の
向
上
に

つ
と
め
る
こ
と
を
主
と

し
、
愛
と
義
と
を
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
そ
の
両
翼
と
し
た
。
い

わ
ゆ
る
根
津
精
神

の
真
髄
は
こ
こ
に
あ

つ
た
と
解

し
て
い
い
だ

ムれ

　

ろ

う

。

た
だ
し
ム
ほ
　

「大
旅
行
」
を
監
督
指
導
し
た
根
岸

倍

も
、
そ
の
思
想

を

「明

治
初
年
我
が
国
に
流
行
し
た
英
米
功
利
主
義

と
正
反
対
な
る
東
洋
道

ハ
お
　

徳
主
義

で
あ

つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
徳
育
重
視
の
姿
勢
は
、

根
津

の
教
育
活
動

の
特
徴
で
あ
り
、
す
で
に
軍
人
時
代
に
は
近
代
化

を
急
ぐ
あ
ま
り
技
術
偏
重
と
な
っ
て
い
る
軍

隊
教
育
を
批
判
し
、
道

バ
リ
　

徳
教
育

の
重
要
性
を
説
い
た

「将
徳
論
」
、
「
哲
理
論
」
を
著
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
儒
教

に
基
づ
く
中
国
人
教
育

を
行
う
大
学
の
構
想
を

な
　

　

も
ち
つ
づ
け
、
日
本
国
内
で
も
徳
育
を
主
と
す
る
誠
明
学
社
な
る
団

ムリ
　

体
を
計
画
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
根
津

の
思
想
は
、
王
陽
明
思
想
を
基
層
に
お

い
た
も

の
で
、
大
同
の
語
や
王
道
論
と
い
っ
た
政
治
論
に
つ
な
が
り
う
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
東
亜
同
文
書
院
で
は
人
間
形
成

の
た
め
に
道
徳
面

に
重
き
を
お
く
も

の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
書
院
精
神
を
形

作

っ
た
の
で
あ
る
。

②

キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
み
た
書
院
精
神

栗
田
尚
弥
氏
は
、
根
津

一
の
思
想

に
影
響

を
あ
た
え
た
王
陽
明
に

つ
い
て
、
内
村
鑑
三
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
立
場
か
ら

「陽
明
学
の

始
祖
王
陽
明
を
キ
リ
ス
ト
教
に

『
最
も
近
く
ま
で
達
し
た
』
中
国
人
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ム
ね
　

と

評

し

た

の
は

た

ん

な

る

偶

然

で

は

な

い
」

と

評

価

し

て

い

る

こ
と

を
指

摘

し

て

い

る
。

そ

れ

は
具

体

的

に

は

次

の

一
文

を

指

す

。

th
e

w
r
itin
g

o
f
W

an
g

Y
a
n
g

M

in
g
,
w
h
o

o
f

all

C
h
in
e
se

p
h
ilo
so
p
h
e
r
s,
c
a
m
e
n
e
are
s
t
to
th
a
t
m

o
s
t
a
u
g
u
st
faith
,
a
lso
o
f

A
s
ia
tic

o
rig
in

,
in

h
is

g
re
a
t

d
o
c
trin
e
s

o
f

c
o
n
s
cie
n
c
e

a
n
d

b
e
n
ig
n
b
u
t
in
e
x
o
ra
b
le
h
e
a
v
e
n
ly
law
s

°

陽

明

学

は

数

あ

る

中

国

思

想

の

な

か

で

も

、

善

悪

の

観

念

と

寛

容

な

が

ら

も

厳

格

な

天

の

法

を

説

く

崇

高

な

教

え

と

い

う

点

で

、

同

じ

ア

ジ

ア

か

ら

生

ま

れ

た

か

の

威

厳

あ

る

信

仰

〔
キ

リ

バ
れ
　

ス
ト
教
〕
に
最
も
近
い
。

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
と

っ
て
東
洋
に
生
じ
た
王
陽
明
思
想

が
断
絶
し
た
も

の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
相
似
点
を
見
出
し
う
る
こ

と
を
意
味

す
る
。
王
陽
明
思
想
を
基
層
に
お
く
書
院
精
神
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
り
、
実
際
に
校
内
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
書
院
精
神
と

信
仰
を
並
存
さ
せ
て
い
た
。

酒
こ
そ
は
愛
し
た
が
、
謹
厳
己
を
持
し
、
身
を
修
め
る
こ
と
を

す
べ
て
の
根
元
と
し
た
根
津
精
神
は
、
厳
し
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

ハ
　
　

の
戒
律
と
も
相
容
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
み
て
書
院
精
神
が
違
和
感
な

い
も
の

で
あ
る
な

ら
ば
、
逆
方
向
か
ら
み
た
と
き
同
様
で
あ

っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
根
津
が
キ
リ
ス
ト
教
を
直
接
評
価
し
た
資
料
は
見
出
し
て
い

な
い
が
、
か
れ
は
キ
リ

ス
ト
教
と
の
接
点
を
身
近
な
所
に
も

っ
て
い

ム
お
　

た
。
そ
れ

は
妻
ゑ
い
の
存
在
で
あ
る
。

こ
の
人
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者

で
、
同
志
社
女
学
校
高
等
科

(現
同
志
社
女
子
大
学
)
を
卒
業
し
、

ハ　
　

母
校
で
英
語
や
数
学

の
教
鞭
を
と

っ
た
と

い
う
。
同
志
社
時
代
に

ハ
お
　

は
、
洋
装
、
洋
食
を
好
み
、
教
育
者
を
志
し

て
ア
メ
リ
カ
留
学
を
考

ムあ

　

え
る
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
所
謂
進
ん
だ
女
性
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ

と
は
結
婚
生
活
に
関
す
る
話
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

自
分

〔ゑ

い
〕
は
根
津
家

に
嫁
ぎ
し
よ
り
、
日
日
先
生
に
仕
ふ

る
問
に
、
若
し
先
生
に
し
て
非
点
有
ら
ば
如
何
に
も
し
て
其

の

非
を
改
め
さ
せ
、
ど
こ
ま
で
も
立
派
な
家
庭
と
し
て
婦
道
を
尽

く
さ
ん
と
、
婦
人

の
強
き
信
念
を
以
て

一
日

一
日
と
日
を
送

ムめ

　

れ
る
。

受
動
的
に
夫
に
付
き
従
う
の
で
は
な
く
、
夫

の
欠
点
を
自
ら
正
し

て
家
庭
を
築

こ
う
と
す
る
能
動
的
姿
勢
に
は
、
女
性
と
し
て
の
強

い

自
意
識
が
う
か
が
え
、

こ
こ
に
女
性
宣
教
師

に
師
事
し
た
教
育

の
影

響
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者

の
立
場
か
ら
根
津
に
接
し
て
も
い
る
。

姉

〔ゑ
い
〕
は
同
志
社
育
ち
で
ご
ざ

い
ま
す
か
ら
、
今

の
ク

リ
ス
チ
ヤ
ン
と
違
ひ
ま
し
て
、
あ
の
時
分
の
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
は

な
か
な
か
信
仰
心
が
篤
か

つ
た
と
申
し
ま
す
が
、
叔
父
の
感
化

を
受
け
た
た
め
に
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と
を
信
仰
し
て
ゐ
た

の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
至

つ
て
同
志
社
出
の

ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
で
、
ク
リ

ス
チ
ヤ
ン
で
あ

っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
根
津

の
家

へ
と
と

つ
が
れ
て
か
ら
は
さ

っ
ぱ
り
根
津
さ
ん

の
方

へ
立
て
換

へ
に

な

っ
て
、

「
こ
れ
は
根
津
先
生

の
お
偉

い
事
と
、
奥
さ
ん
の
従

iq6



順
な
事
と
、
日
本
人
と
し

て
の
特
有

の
徳
を
持

つ
て
を
ら
れ
た

た
め
や
」
と
い
う
方
も
ご
ざ

い
ま
す
。

し
か
し
姉

は
姉

で
、

こ
こ
へ
片
付
き
ま
す
前

は
、
ち
や
ん
と

話
が

き
ま
り
ま
し

て
、

「何

で
も
変

つ
た
人
物

だ
さ
う

だ
か

ら
、

一
つ
ク
リ

ス
チ
ヤ
ン
に
導
い
て
上
げ
よ
う
」
と
思

つ
て
ゐ

た
さ

う
で
ご
ざ

い
ま
す
。
併
し
そ
れ
は
結
局
反
対
に
な

つ
た
の

で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
頭
山

(満
)
さ
ん
が

「日
本
の
婦
人
の
鑑

と
す

べ
き
人
だ
」
と

い
ふ

こ
と
を
申

さ
れ
た
さ
う
で
ご
ざ

い

ム
お
　

ま
す
。

ゑ
い
の
根
津

へ
の
伝
道
は
成
功
せ
ず
、
か
え
っ
て
彼
女
は
論
語
や

仏
教
に
関

す
る
書
を
旙
き
、
写
経
や
読
経
を
し
て
、
時
に
建
仁
寺
管

ム
お
　

長
を
た
ず

ね
て
教
え
を
乞
う
よ
う
に
な
る
。

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者

か
ら
の
変
化

は
強
制
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
前
掲
文
の
よ
う
に
自

発
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
彼
女
は
あ
る
新
婦

に
向
か

っ
て
、

「あ
な
た

に
新
婚

の
瞳
を
し
た

い
。
そ
れ
は
先
生

(旦
那
さ
ん
、
亭

ム　
　

主

の
意
味

)
を
神
様
と
思

ひ
な
さ
い
」
と
言

っ
た
と
い
う
。
夫
を
神

と
す
る
と

い
う
言
は
、
ゑ
い
が
根
津
を
信
仰

の
対
象
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
彼
女

の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
構
造
は
そ
の
ま
ま

に
対
象
が
根
津
に
置
き
換
わ

っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ

う
し
た
妻

の
存
在
は
、
根
津
の
人
と
な
り
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
拒

絶
感
を
覚

え
さ
せ
る
も

の
で
な
か

っ
た
こ
と
、
根
津
の
方
に
も
キ
リ

ス
ト
教

へ
の
偏
見
が
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
書
院
精
神
と
は
、
根
津

一
の
思
想
を
基
底
と
し
た
道

徳
教
育
を
通
じ
て
東
亜
同
文
書
院

に
醸
し
出

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

た
。
そ
れ
が
含
む
王
陽
明
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
か
ら
み
た
と

き
に
相
似
点
を
見
出
し
う
る
も
の
で
あ

っ
た

し
、
妻
ゑ
い
が
感
化
さ

れ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
と

っ
て

根
津
と
い
う
人
物
や
そ
の
思
想
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

二

東
亜
同
文
書
院
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

e

聖
書
研
究
会

東
亜
同
文
書
院
第

一
期
生
は
、

一
九
〇

一
年

(明
治
三
四
)
四
月

東
京
華
族
会
館
に
お
い
て
入
学
式
を
行

い
、
五
月
八
日
上
海
市
街
南

く

い
し

ゆ
り

郊
江
南
機
器
製
造
総
局
近
く
高
昌
廟
桂
駆
里

の
東
亜
同
文
書
院
に
入

り
学
生
生
活
を
は
じ
め
て
い
る
。

け

い
げ
ん
ぜ

ん

高
昌
廟
桂
駆
里
校
舎
は
、
も
と
は
開
明
的
実
業
家
経
元
善
に
よ
る

中
国
人
経
営
初
の
女
学
校
で
あ
り
、
後
に
羅
振
玉
が
設
立
し
王
国
維

ム　
　

も
学
ん
だ
東
文
学
社
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
施
設
は
東
亜
同
文
書
院
に
と

っ
て
満
足
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
、

「校
舎

は

(中
略
)
粗
末

な
も
の

で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
教

室

・
寮
舎

・
職
員
住
宅
な
ど
を
建
て
増
し
、

よ
う
や
く

一
応

の
体
裁

が
整

っ
た
の
は
三
十
六
年

〔
一
九
〇
三
〕
の
六
月
頃
で
あ

っ
て
、
ニ

バ
れ
　

年
か
か

っ
て
い
る
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
第

一
期
生
の
ひ
と
り
坂

東亜同文書院 とキ リス ト教197



本
義
孝
も

「私
が
来
た
時

に
は
教
師
と
学
校
と
の
設
備
は
更
に
甚
だ

ハ
ゐ
　

不
完
全
」
、
授
業
に

つ
い
て
も

「学
課

の
名
あ
り

て
実
な
き
事
な
ど

ム
　
　

に
は
漱
焉
た
る
も

の
が
あ

つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
も
整
わ
な

い
開
学
当
初
か
ら
校
内
に
は
キ
リ
ス

ト
教
的
な
活
動
が
す
で
に
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
英
語
講
師
チ
ャ
ー
ル

ムお
　

ズ

・
ハ
ネ

ッ

ク

ス

(H
u
n
n
e
x
)

に

よ

る

聖

書

研

究

会

で

あ

る

。

か

ハ
　
　

れ
は
上
海

Y
M
C
A
協
力
主
事
で
あ

っ
た
。
現
在

の
Y
M
C
A
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え
方
を
基
底
に
お
き

つ
つ
も
布
教
活
動
を
行
う

教
会
と
は

異
な
る
も

の
で
あ
る
が
、
当
時
両
者

の
線
引
き
は
曖
昧

だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
上
海
在
住
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、

一

九

一
四
年

(大
正
三
)

に
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
か
ら
独
立
す
る
よ

ハれ
　

う
な
形
で
成
立
し
て
お
り
、
Y
M
C
A
は
教
会
組
織

の
前
段
階
の
位

置

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ネ
ッ
ク
ス
は
東
亜
同
文
書
院
で
英

語
を
教
え

つ
つ
学
生
を
集
め
て
聖
書
研
究
会
を
催
し
、
三
六
名
の
参

ムが
　

加

を

み

た

と

い

う

。

こ

れ

に

つ

い

て
上

海

Y

M

C

A
総

主

事

ロ
バ

ー

ト

・
E

・
ル

イ

ス

(
カ
゜
b
ert

E
.
L
e
w
is
)

は

、

一
九

〇

一
年

八

月

北

米

Y

M

C

A

同

盟

へ
次

の

よ

う

に
報

告

し

て

い
る

。

T
h
e
en
terp
rise
o
f
th
e
Jap
an
ese
in
C
h
in
a
is
very

m
ark
ed
.

T
h
e
y
h
av
e
a
g
ov
ern
m
en
t
coll
ege
h
ere
o
f
o
n
e
h
u
n
dred

Jap
a
n
ese
stud
en
ts
w
ho

are
fittin
g
to
be
in
terp
reters
in

consular
or
business
offices.W
e
are
teaching
80
of
these

students
in
daily
E
nglish
classes,an
d
I
have
tw
o
w
eekly

B
ible
classes
w
ith
45
m
em
bers
am
ong
graduates
and

u
n
d
e
r
g
r
a
d
u
a
t
e
s

o
f
t
h
i
s

a
n
d

o
th
e
r
J
a
p
a
n
e
s
e

c
o
ll
e
g
e
.
A

s

t
h
e

B
i
b
l
e

m

a
y

n
o
t
b
e

t
a
u
g
h
t
i
n

t
h
e

c
la
s
s
-
r
o
o
m

s
o
f
t
h
e

c
o
ll
e
g
e
,

w

e

h
a
v
e

r
e
n
t
e
d

a

t
h
r
e
e
-
r
o
o
m

e
d

t
h
e

r
o
o
fe
d

h
o
u
s
e

j
u
s
t

o
p
p
o
s
i
t
e

t
h
e

c
o
ll
e
g
e

b
u
i
ld
in
g
s

f
o
r

a

J
a
p
a
n
e
s
e

A

s
s
o
c
ia
t
i
o
n

H

o
u
s
e
.
C

o
u
ld

y
o
u

l
o
o
k

i
n

o
n

S
u
n
d
a
y

m

o
r
n
i
n
g

y
o
u

w

o
u
l
d

s
e
e

f
r
o
m

th
i
r
ty

t
o

f
o
r
ty

m

e
n

s
it
t
in
g
,
J
a
p
a
n
e
s
e

s
ty

le
,
o
n

t
h
e

m

a
t
te
d

fl
o
o
r

a
n
d

s
tu
d
y
i
n
g

t
h
e

G

o
s
p
e
l

o
f

M

a
r
k

w
i
t
h

t
h
e

A

m

e
r
ic
a
n

t
e
a
c
h
e
r,
a
l
s
o

s
i
tt
i
n
g

o
n

a

m

a
t
,
in

t
h
e

m

id
s
t

o
f

t
h
e
n
.
T

h
e

li
t
tl
e

h
o
u
s
e

i
s

b
e
i
n
g

f
it
te
d

u
p

fo
r

A

s
s
o
c
ia
t
io
n

p
u
r
p
o
s
e
s
,
w
i
t
h

t
h
e

c
la
s
s
-
r
o
o
m

o
n

t
h
e

le
f
t

s
e
a
t
i
n
g

(
o
n

t
h
e

fl
o
o
r
)

fi
f
t
y

s
t
u
d
e
n
t
s
,
w
i
t
h

a

r
e
c
e
p
t
io
n

r
o
o
m

in

t
h
e

c
e
n
t
e
r

a
n
d

a

r
e
a
d
in
g
-
r
o
o
m

o
n

th
e

r
ig
h
t
.
T
h
r
e
e

o
f

th
e

c
l
a
s
s

a
r
e

b
ap
tiz
e
d
C
h
ristia
n
s
,
tw
°
暮

邑

゜
骨

8

艶

(訳
)
中
国

で
の
日
本
人
の
事
業
は
注

目
す
べ
き
も

の
で
す
。

か
れ
ら
に
は
領
事
館
や
企
業
の
通
訳
に
な
る
で
あ
ろ
う
百
名

の

学
生
を
擁
す
る
政
府
系

の
学
校

〔東
亜

同
文
書
院
〕
が
あ
り
ま

す
。
わ
た
し
た
ち
は
毎
日
英
語

の
授
業

で
こ
の
八
〇
名
を
教

え
、

こ
の
大
学
と
日
本
の
他
大
学
か
ら

の
学
部
生
及
び
卒
業
生

の
中
か
ら
四
五
名
が
参
加
す
る
週

一
回

の
聖
書
研
究
会
を
ニ
ク

ラ
ス
も

っ
て
い
ま
す
。
聖
書
を
学
校
の
教
室

で
教
え
る
こ
と
は

許
可
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
学
校
に
あ

る
日
本
の
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン

・
ハ
ウ
ス

〔事
務
棟
?
〕
の
真
向
か
い
に
三
室
あ
る
タ

イ
ル
葺
き
の
建
物
を
借
り
ま
し
た
。
日
曜
の
朝

に
は
三
〇
名
か

ら
四
〇
名
が
、
日
本
式

に
、
床

の
敷
物

に
直
に
座
り
、
そ
の
真

198



ん
中

に
座

る
ア
メ
リ
カ
人
教
師
と

〔聖
書

の
〕
「
マ
ル

コ
に
よ

る
福
音
書
」
を
学
ん

で

い
る
の
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。

そ
の
さ
さ
や
か
な
建
物
は
組
織
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
、
左
側
は

(床
に
直

に
座

っ
て
)
五
〇
名
が
座

る
聖
書
研

究
会

の
も
の
、
中
央
に
応
接
室
、
右
側
に
勉
強
部
屋
が
あ
り
ま

す
。
会

に
参
加
し
た
三
名

は
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
う
け
、
二

名
が
さ
ら
に
洗
礼
を
希
望
し
て
い
ま
す
。

翌

一
九

〇
二
年

(明
治
三
五
)
に
は
常
時
二
五
名
、
平
均
三
五
名

が
参
加
、

一
九
〇
三
年

(明
治
三
六
)
も
二
五
名
が
参
加
し
、
同
年

三
月
の

ハ
ネ

ッ
ク
ス
退
職
後
も
活
動
は
つ
づ
き
、

一
九
〇
四
年

(明

治
三
七
)
に
は
七
五
名

か
ら
九

一
名
が
参
加
、
さ
ら
に
聖
書
研
究
以

外
に
も
野
球
チ
ー
ム
を
結
成

し
た
り
、
日
露
戦
争
時
の
日
本

Y
M
C

　
れ
　

A

同

盟

の
軍

隊

慰

問

活

動

へ
参

加

し

た

り

し

て

い

る
。

こ

こ

で

の
学

生

の
様

子

に

つ

い

て

上

海

Y

M

C

A

総

主

事

代

理

D

・
ウ

ィ

ラ

ー

ド

・
ラ

イ

ア

.1

(D
.
W

ill
a
rd
L
y
o
n
)

は

一
九

〇

三
年

九

月

三

〇

日

付
報

告

書

に
次

の
よ

う

に

記

し

て

い

る
。

N

o
t

t
h
e

le
a
s
t

i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
,
I

t
ru

s
t

n
o
t

t
h
e

l
e
a
s
t

f
r
u
it
f
u
l

w

o
r
k

w

h
ic
h

I

h
a
v
e

b
e
e
n

a
b
l
e

t
o

d
o

i
n

t
h
e

li
n
e

o
f

B
ib
le

te
a
c
h
i
n
g

d
u
r
in
g

t
h
e

y
e
a
r
,
w

a
s

t
h
e

c
l
a
s
s

i
n

th
e

J
a
p
a
n
e
s
e

C
o
m

m

e
r
c
ia
l

C
o
ll
e
g
e

in

S
h
a
n
g
h
a
i.

T

h
is

c
la
s
s

a
v
e
r
a
g
e
d

b
e
t
w
e
e
n

th
i
r
ty

a
n
d

f
o
r
ty

in

a
tt
e
n
d
a
n
c
e

a
n
d

w

a
s
c
o
n
d
u
c
t
e
d

in

E

n
gq
国
・゚
ゲ
゜

I

f
in
d

t
h
e

J
a
p
a
n
e
s
e

s
ε

d
e
n
t
s

日

g

h

m

o
r
e

p
h
il
o
s
o
p
h
i
c
a
l

in

t
h
e
ir

t
u
r
n

o
f

m

in
d

t
h
a
n

t
h
e

C

h
in
e
s
e

S
t
u
d
e
n
ts
.
M

a
n
y

m

o
s
t

i
n
t
e
r
e
s
t
in
g

q
u
e
s
t
io
n
s

w
e
r
e

a
s
k
e
d

in

〈
4
)

t
h
e
c
l
a
s
s
°

(訳
)
興
味
深
く
、
ま
た
わ
た
し
が
確
信

し
て
い
る
の
は
上
海

で
の
日
本
の
商
業
学
校

〔東
亜
同
文
書
院
〕
で

一
年
間
に
わ
た

る
有
意
義
な
聖
書
教
育
が

で
き
た
こ
と

で
す
。

こ
の
ク
ラ
ス

〔聖
書
研
究
会
〕

の
参
加
者
は
平
均
三
〇
名
か
ら
四
〇
名
ほ
ど

で
、
英
語
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
人
学
生
は
中
国
人
学
生
よ

り
も
性
質
が
き
わ
め
て
哲
学
的
で
す
。
幾
多

の
興
味
深
い
質
問

が
ク
ラ
ス
で
な
げ
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
者

で
あ
る
ラ
イ
ア
ン
が
会

の
活
動
と
東
亜
同
文

書
院
学
生
の
質

へ
の
手
応
え
を
感
じ
て
い
る

こ
と
は
、
聖
書
研
究
会

の
性
格
が
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ

っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

N

「in
the
J
ap
an
ese
C
o
m
m
ercial
C
o
ll
eg
e
s

6̀
行
か
ら
は
、
同
会

が
校
内

で
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
ル
イ

ス
報
告
書
で
は
許
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
さ

れ
て
い
た
校
内
活
動

が
、
後

に
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

校
舎
内
で
賛
美
歌
や
祈
り
を
す
る
事
が
厳
禁
で
あ

っ
た
が
、

ル

イ
ス
や

ハ
ネ
ッ
ク
ス
ら
の
指
導
よ
ろ
し
き
を
得

て
、
漸
次
理
解

が
進
み
聖
書
研
究

に
は
祈
り
が
欠
か
せ

ぬ
も
の
で
あ
る
事
が
了

ハ　
　

解
さ
れ
て
解
除
と
な

っ
た
。

讃
美
歌
、
祈
り
と
い
う
よ
う
な
完
全
な
宗
教
活
動
が
校
内
で
許
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
東
亜
同
文
書
院

の
出
身

者

の
回
想
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
な
活
動

の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
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る
も
の
が
あ
る
。

根
津
先
生
は
基
督
教
そ
の
も
の
に
対
し
て
、

一
種

の
理
解
を
持

つ
て

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
期

の
有
志
で
作

つ
た
バ
イ
ブ

ル
ク
ラ
ス

〔聖
書
研
究
会
〕
に
教
室
を
利
用
す
る
こ
と
、
集
合

に
ド

ン
ド

ン
太
鼓
を
叩
く
こ
と
な
ど
、
院
長
か
ら

一
応
は
断
わ

ム
わ
　

ら
れ

た
が
後
に
は
許
し
て
下
す

つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

根
津

一
が
当
初
禁
止
し
て
い
た
会
の
校
内
活
動
を
後
に
認
め
た
と

い
う
の
は
、
前
掲
ル
イ
ス
及
び
ラ
イ
ア
ン
の
報
告
書

の
内
容
と

一
致

す
る
。
さ

ら
に
、

こ
の
回
想
は
、
そ
の
よ
う
な
根
津

の
姿
勢
が
、
か

れ
の
キ
リ

ス
ト
教

へ
の
理
解

の
あ
ら
わ
れ
だ
と
学
生
が
と
ら
え
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
会
の
活
動

は

き
わ
め
て
宗
教
色
が
強

い
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
宗
教
的
活
動
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
数
の
学
生
が

参
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
東
亜
同
文
書
院

に
は
、

一
九
〇

一
年

第

一
期
七
九
名
、

一
九
〇

二
年
第

二
期
九
六

ム　
　

名
、

一
九
〇
三
年
第
三
期
六
八
名
、

一
九
〇
四
年
第
四
期
八
四
名

の

入
学
者
が

い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
学
生
数

に
比
し
て

一
九
〇
四
年

で
最
多
九

一
名
と
い
う
聖
書
研
究
会

へ
の
参
加
者
数
は
き
わ
め
て
多

い
。
も
ち
ろ
ん
、
参
加
者
数
が
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
教
信
者
数
と
重

な
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
初
期
の
東
亜
同
文
書
院
で
は
多
く
の
学
生

が
キ
リ
ス
ト
教
と
接
触

し
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

口

聖
書
研
究
会
の
位
置
づ
け

一
九
〇
四
年

(明
治
三
七
)
以
降
の
聖
書

研
究
会
は
ど
う
な

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
東
亜
同
文
書
院
内

で
は

一
九

一
五
年

(大
正
四
)
に

　お
　

学
生
Y
M
C
A
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
聖
書
研
究
会
を
結
び

つ
け
る
資
料
を
見
出
し
て
い
な

い
が
、

一
九
〇
四
年
以
後
も
校
内
で

の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
事
柄
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
が

一
九
〇
六
年

(明
治
三
九
)
の
日
本
Y
M
C
A
同
盟
主
事

大
塚
素
の
来
校

で
あ
る
。
か
れ
は

「東
亜
同
文
書
院

に
て
演
説
せ
し

事
は
、
こ
の
旅
行
中
学
生

の
み
に
対
し
て
演
説
せ
し
始
め
に
し
て
終

バ　
　

り
に
候
」
と
述

べ
て
い
る
。
校
内
で
の
講
演

で
あ
る
か
ら
学
校
側

の

認
可
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
東
亜
同
文
書
院
と
日
本

Y
M

C
A
同
盟
の
つ
な
が
り
を
示
す
だ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
交
流
は
そ
の

後
も
あ

っ
た
よ
う
で
、

一
九

一
七
年

(大
正
六
)
に
は
中
国
視
察
中

の
日
本
Y
M
C
A
同
盟
名
誉
主
事
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
京
都
Y
M
C
A

総
主
事
村
上
正
次
や
中
国
基
督
教
教
育
大
会
出
席

の
た
め
中
国
に
来

よ
し
や
す

て

い
た
日
本

メ
ソ
ジ

ス
ト
教
会

の
平
岩
憤

保
が
講
演

を
行

っ
て

ムれ
　

い
る
。

も
う

一
つ
が

一
九
〇
八
年

(明
治
四

一
)
か
ら

一
九

=
二
年

(大

ムが
　

正

二

)

ま

で
英

語

講

師

を

つ
と

め

た

「
ド

ク

ト

ル

・
マ
イ

ヤ

ー

ス
」

ム
ゆ
　

の
存
在

で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
、
長
崎
の
東

山
学
院

で
活
動
し
て
い

た

マ
イ
ヤ
ー
yK

(C
.
M
.M
y
ers)
が
上
海

に
渡
り
、
日
本
人

キ
リ

ス
ト
教
信
者
を
指
導
し
て

一
九
〇
六
年

(明
治
三
九
)
成
立
の
上
海



日
本
人
基
督
協
会
や

一
九
〇
七
年

(明
治
四
〇
)
成
立
の
上
海
日
本

ム
の
　

人

Y

M

C

A

の
基

礎

を

築

い

て

い

る
。

こ

の

マ
イ

ヤ

ー

ズ

は
、

東

亜

同

文

書

院

の

「
ド

ク

ト

ル

・
マ

イ

ヤ

ー

ス
」

と

同

一
人

物

で

あ

ろ

う

。

あ
ら
た

上
海
日
本
人
Y
M
C
A
で
活

動
し
た
池
田

鮮

氏
は
、
明
治
末
年

の
上
海
在

住
日
本
人
の
状
況
に

つ
い
て
、

「当
時
、
上
海
市
内

に
は

ムむ
　

二
つ
の
日
系
キ
リ
ス
ト
教
の
集
会
が
あ

っ
た
」
と
述

べ
、
東
亜
同
文

書
院

の
聖
書
研
究
会
と
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
集
会

の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る

が
、

こ
の
二
つ
は
マ
イ
ヤ
ー
ズ
を
通
し
て
つ
な
が
る
。
先

に
述
べ
た

よ
う
に

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
信
者
を
組
織
化
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
活
動

の
中

に
東
亜
同
文
書
院

の
聖
書
研
究
会
も

あ

っ
た
と

い
え
、
こ
れ
は
上
海

の
日
本
人
社
会
を
考
え
る
上
で
興
味

深

い
。

こ
の
よ

う
に
東
亜
同
文
書
院

に
は
、
開
校
当
初
よ
り
キ
リ
ス
ト
教

の
集
会
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
上
海
Y
M
C
A
や
日
本
Y
M
C
A
同
盟

と
の
つ
な

が
り
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
会
は
院
長
で
あ
る
根
津

一

に
認
め
ら

れ
た
も
の
で
、
多
数

の
参
加
者
を
え
て
洗
礼
を
受
け
る
学

生
す
ら
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
東
亜
同
文
書
院

の
キ
リ
ス
ト
教
の
集

ま
り
は
、

同
時
期

の
上
海
日
本
人
社
会
で
は
き
わ
め
て
大
き
な
キ
リ

ス
ト
教
団
体

で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
存
在

は
、
従
来

の
校
内

に
存
在
し
た
少
数

の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
い
う
と

ら
え
方
を
く

つ
が
え
し
、
初
期
の
東
亜
同
文
書
院
の
学
生
に
と

っ
て

キ
リ
ス
ト
教
が
身
近
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の

学
生
に
と
っ
て
は
信
仰
を
支
え
る
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

三

書
院
精
神
を
受
け
継
ぐ
坂
本
義
孝

坂
本
義
孝
は
、

一
八
八
四
年

(明
治

一
七
)
五
月

一
五
日
、
福
島

県
石
城
郡
内
郷
村
小
島

(現
福
島
県

い
わ
き
市
内
郷
小
島
)
に
坂
本

勝
次
郎

の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
家
庭
に

育

っ
た
。

一
九
〇

一
年

(明
治
三
四
)、
福

島
県
立
磐
城
中
学
校

(現
福
島
県
立
磐
城
高
等
学
校
)

の
第

一
回
生

と
し
て
卒
業
、
同
年

四
月
東
亜
同
文
書
院
商
務
科
に
第

一
期
生
と

し
て
入
学
。

一
九
〇
四

年

(明
治
三
七
)
四
月
に
卒
業
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
南
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
で
経
済
学
を
学
び
修
士
号

(M
aster
o
f
A
rts)
取

　
お
　

得

、

一
説

に

コ

ロ

ン
ビ

ア
大

学

で

も

学

び

、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

大

学

か

ら

社

会

科

学

、

労

働

問

題

で

博

士

号

(P
h
.D
°)

を

取

得

し

た

と

ム
お
　

い
う
。

一
九

一
九
年

(大
正
八
)
に
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た

国
際
労
働
機
関

(I
L
O
)
第

一
回
国
際
労
働
総
会
に
日
本
政
府
代

表
補
佐

と
し
て
参
加
。

一
九

二

一
年

(大

正

一
〇
)、
三
七
歳

の

ハが
　

時
、
母
校
東
亜
同
文
書
院
に
招
か
れ
教
授
と
な

っ
た
。

東
亜
同
文
書
院

で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
坂
本
自
身
が

「私

は
経

ム
お
　

済
学
史
を
教

へ
て
お
る
」
と
述

べ
て
い
る
も

の
の
、

一
九
二
六
年

ハが
　

(大
正

一
五
)

一
月

の
商
務
科

の

「学
年
試

験
時
間
表
」

に
よ
れ

ば
、

二
年
生
と
四
年
生

の

「英
訳
」
を
担
当

し
て
い
る
の
み
で
あ
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る
。
坂
本
同
様
、
東
亜
同
文
書
院
卒
業
後
ア
メ
リ
カ
留
学
を
経

て
教

職
に
就

い
た
森
沢
嘉
五
郎
は

「私

の
書
院
で
の
本
務
は
中
華
学
生
部

に
あ

っ
た

の
で
、
本
部

〔商
務
科
〕

の
教
室

で
は
僅
か
に
商
業
英
語

ムれ
　

の
ピ

ン
チ

ヒ
ッ
タ
ー
に
立

っ
た
の
み
」
と
述

べ
て
い
る
。
日
本
人
主

体

の
商

務
科

で
の
担
当
科
目
が
少
な
く
、

一
九

二
五
年

(大
正

一

四
)
に
は
中
華
学
生
部
部
長
に
就

い
て
い
る
坂
本
も
森
沢
同
様

の
状

態
だ

っ
た
と
お
も
わ
れ
、
主
と
し
て
中
国
人
学
生
を
担
当
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

坂
本

の
東
亜
同
文
書
院

で
の
待
遇
は
か
な
り
よ
い
も
の
で
あ

っ
た

よ
う
で
、

一
九
二
六
年

(大
正

一
五
)

一
月
よ
り
前
の
も

の
と
お
も

ハみ
　

わ
れ
る

「東
亜
同
文
書
院
教
職
員

一
覧
」
に
記
さ
れ
る
俸
給
額

に
よ

れ
ば
、
日
本
人
教
職
員
中

で
三
番
目
、
東
亜
同
文
書
院
出
身
者

で
は

坂
本
よ
り
も
先
に
教
職

に

つ
い
て
い
た
真
島
次
郎
、
馬
場
鍬
大
郎
、

ム
の
　

藤
原
茂

一
、
清
水
董
三
、
鈴
木
択
郎
よ
り
も
高
給
で
あ
り
、
同
校
出

身
者
と
し
て
は
破
格
と

い
っ
て
よ
い
待
遇
を
う
け
て
い
た
。

こ
の
こ

と
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
度
々
学
校
を
離
れ
る
活
動
を
許
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

H

国
際
的
活
動

坂
本
義
孝
は
滞
米
中

に
第

一
回
国
際
労
働
総
会
に
参
加
し
た
と
さ

れ
る
が
、
教
授
就
任
後

も
国
際
労
働
総
会

の
た
め
に
二
回
洋
行
し
て

い
る
。

一
九
二
二
年

(大
正

一
一
)
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
で
の
第
四
回
国
際

お
　

ム　
　

労
働
総
会

に
参
加
し
、

帰
途
に
は
エ
ル
サ

レ
ム
を
訪
問
。
翌
年
に
も

次
に
引
く
よ
う
に
第
五
回
国
際
労
働
総
会
参
加

の
た
め
に
再
び
ジ

ュ

ネ
ー
ブ

に
渡

っ
て
い
る
。

〔
一
九

二
三
年
〕
八
月
廿
日

に
至
り
突

然
、

ゼ
ネ

バ

〔
ジ

ュ

ネ
ー
ブ
〕
国
際
労
資
会
議

〔国
際
労
働
総
会
〕
に
出
席
す
る
様

外
務
省
及
協
調
会
よ
り
切
な
る
勧
誘
あ
り
院
長
の
許
可
を
得
て

　ほ
　

急
遽
渡
欧
す
る
こ
と
に
な
り

外
務
省
か
ら
直
接
要
請
を
う
け
た
と
あ
る

こ
と
か
ら
は
、
か
れ
個

人
と
外
務
省

の
つ
な
が
り
を
う
か
が
い
し
る

こ
と
が
で
き
る
。
ほ
か

に
も
、

一
九
二
二
年
五
月

に
は
学
期
中
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

「幸

に

　ほ
　

し
て
院
長
及
書
院

の
好
意
に
よ
り
余
は
彼
等

支
那
青
年

に
接
し
」
と

学
校
の
許
可
を
得

て
北
京
で
行
わ
れ
た
世
界
学
生
キ
リ
ス
ト
教
連
盟

大
会

(W
S
C
F
)

へ
参
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
坂
本
は
着
任
早
々
か
ら
学
務

を
離
れ
た
国
際
的
な
活

動
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
前
述
し
た

よ
う
に
給
与
面
で
も
厚

遇
を
う
け
て
お
り
、
そ
の
待
遇
は
特
別
と

い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
裏
返
せ
ば
、
東
亜
同
文
書
院
教
職
員
中

で
は
特
異
な
存
在

で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

口

共
産
思
想
へ
の
警
戒

さ
て
、
坂
本
義
孝
は
教
授
在
職
中
東
亜
同
文
書
院

で
ど
の
よ
う
な

活
動
を
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
留
学
時

の
研
究
テ
ー

マ
で
あ
る
労

働
問
題

に

つ
い
て
論
じ
た
も

の
は

「中
国

に
於

け

る
経
済
的
非

ム　
　

協
同
」
の
み
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
論
述
に

は

「五
計
事
件
と
米
支
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ム
が
　

ム
　
　

ム
れ
　

両
国

の
関

係
」、

「外
人
の
観

た
る
支
那
」
、
「中
日
親
和

の
要
諦
」、

ム
　
　

「支
那
の
命
運
を
傍
観
す
べ
き
か
」
が
あ
る
が
、
時
事
評
論
的
内
容

で
あ
る
。

ま
た
、
東
亜
同
文
書
院
支
那
研
究
部
定
期
講
演
会

で

「北

ム
　
　

京
の
万
国
基
督
教
青
年
会
大
会
所
感
」
、
「国
際
労
働
会
議
と
欧
州

の

バリ

な
　

近
況
」、

「満
洲
研
究
旅
行
報
告
」
と
題
し
て
講
演
し
て
い
る
が
、
演

題
か
ら
推
測
す
る
に
や
は
り
い
ず
れ
も
研
究
と
い
う
よ
り
も
時
事
的

な
も
の
と

お
も
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
活
動
か
ら
は
、
か
れ
は
研
究

者
と
し
て
学
術
的
研
究
に
積
極
的
に
と
り
組
ん
だ
よ
う
に
は
み
え
な

い
。
だ
が
、
次
に
あ
げ
る
東
亜
同
文
書
院
発
行

の
学
術
誌

『支
那
研

究
』
に
掲
載

さ
れ
た
文
章

に
は
、
共
産
思
想

へ
の
警
戒

が
あ
ら
わ
れ

て
お
り
興
味
深

い
。

ムだ
　

「護
憲

社

の
性
質
と
事
業
」
は
、
反
共
産
主
義
組
織

「護
憲
社
」

を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ガ
　

「支
那

に
於

け
る
教
育
権
回
収

の
観
測
」
は
、
中
国
の
教
育
権
回

収
運
動

の
意
義

に
つ
い
て
は
理
解
を
示
し

つ
つ
も
矢
面
に
た
た
せ
ら

れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
を
擁
護
し
、
「民
国
十
二
年
若
し
く

は

一
九

二
一二
年
頃
よ
り
急
遽
赤
露

の
影
響
を
受
く
る
事
と
な
り
、
北

京
八
大
学
を
始
と
し
教
育
界
は
殆
ど
赤
化
さ
れ
共
産
主
義
化
さ
る

・

ムれ
　

傾
向
を
馴

致
し
た
」
と
運
動
の
共
産
思
想
的
傾
向
を
指
摘
し
、

「棄

り
に
回
収

の
喧
声
に
聴
従
す
べ
か
ら
さ
る
多
く
の
事
由
と
実
状
と
を

ハ
お
　

見
出
す
の
で
あ
る
」
と
、
そ
の
急
進
的
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
。

ハ
お
　

ムリ
　

「上
海

の
将
来
」
は
、
『支
那
研
究
』

「上
海
研
究
号
」
所
収
諸
論

文
を
ふ
ま

え
た
総
論
的
文
章
で
あ
る
。
反
日
の
輿
論
が
強

い
当
時
に

あ

っ
て
も
先
行
き
に

つ
い
て
楽
観
的
な
論
調

を
展
開
す
る
が
、
「現

今
の
国
民
政
府
が
農
工
中
心
の
社
会
革
命
、
否
共
産
革
命
に
圧
倒
さ

ム
が
　

れ
、
中
国
は
再
び
混
沌
た
る
乱
世
に
陥
る
」

と
、
不
安
要
素
と
し
て

共
産
主
義
勢
力
を
あ
げ
て
い
る
。

宗
教
を
ア

ヘ
ン
に
た
と
え
る
共
産
思
想
の
勢
力
拡
大
は
キ
リ
ス
ト

教
信
者
で
あ
る
坂
本
に
と

っ
て
懸
念
す
べ
き

こ
と
で
あ

っ
た
の
か
も

し
れ
な

い
。
実
際
、
上
海
Y
M
C
A
の
機
関
誌

『
上
海
青
年
』

に
寄

せ
た
文
章
で
は

「最
近
三
四
年
間
は
中
国
内
共
産
党
の
浸
潤
を
伴
ふ

　れ
　

て
反
基
督
教
運
動
が
賊
雇
」
と
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
共
産
思
想

へ
の
警
戒
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

坂
本
は
研
究
者
と
し
て
は
積
極
的

で
な
か

っ
た
よ
う
に
み
え
る

が
、
そ
の
文
章
に
は
反
キ
リ

ス
ト
教
に
つ
な
が
る
共
産
思
想

へ
の
警

戒
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
の
立
場
が
み
ら
れ
、
か
れ
の
行

動
が
常
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ

い
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

て
い
る
。

日

書
院
精
神
回
帰
の
主
張

東
亜
同
文
書
院
教
授
時
代

の
坂
本
義
孝
は
、
研
究
者

で
は
な
く
教

育
者
と
し
て
の
印
象
が
強

い
。

そ
れ

は
東
亜
同
文
書
院
同
窓
会
誌

『渥
友
』
に
寄
せ
た

一
四
篇

の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

一

篇
に
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な

っ
た
学
生
と
の
対
話
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
が
あ
る
。

人
間
と
は

一
体
何
で
あ
る
か
、
何
故
に
生
く
る
か
云
々
の
哲
学

東亜同文書院とキリスト教so3



的
宗

教
的
疑
問
を
発
し
た
る
に
つ
き
私
は
悦
ん
で
該
学
生

の
友

人
と
な
り
人
生
問
題
に
論
及
し
た

の
で
あ

つ
た
。
(中
略
)
か

く
て
私
は
此
種

の
寂
莫
に
打
た
れ
此
種

の
煩
悶
に
悩
ま
さ
る
、

学
生

に
対
し
友
人
と
し
て
胸
襟
を
展
き
懇
談
し
た
き
希
望
を
切

に
感

し
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
第

一
期
生
と
し
て
の

「兄
」
が

「弟
」
た
る
現
在
学
生
諸
君
に
対
し
懐
ふ
至
情
で
あ
る
、
而
し

て
又
私

が
欣
ん
で
諸
君

に
尽
す

べ
き
当
然

の
義
務

で
あ
る
と

ハ　
　

思
ふ
。

学
生
を

「友
人
」
と
対
等
に
扱

っ
た
り
、
「兄
弟
」
と
称
し
た
り

し
て
い
る

が
、
「兄
弟
」
と
は
、
神
を
父
と
し
イ
エ
ス
を
長
兄
と
し

信
者
を
兄
弟
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
さ

ら
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
学
生

へ
の

禁
酒

の
主

張

で
あ
る
。
当
時
、
校
内

で
恒
常
的

に
行
わ
れ
て
い
た

酔

っ
た
学
生
が
寮
を
回

っ
て
他
学
生
に
飲
酒
を
強

い
る

「寮
回
り
」

ム　
　

に
対
し
て
、
「酒
は
青
年

の
最
も
嫌
悪
す

べ
き
敵

で
あ
る
」
と
敵
意

す
ら
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
禁
酒
法
が
全
米
に
ひ
ろ
が
り

つ
つ
あ

っ
た

時
代

の
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の

当
時

は
、

「『
キ
リ
ス
ト
者
と
は
禁
酒
、
禁
煙
』

で
知
ら
れ
て
い
た

バ
　
　

時
代
」

で
あ
り
、
理
事
長
を
つ
と
め
た
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
で
も

バお
　

禁
酒
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
れ
の
禁
酒
の
提
言
は
信

仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
生
活
面
に

つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
学
校
自
体

へ
の
提
言

も
行

っ
て
い
る
。
開
校
当
時
は

「東
亜
に
通
有
な
る
最
高
倫
理
価
値

　　
　

を
発
揚
す
る
の
が
目
的

で
あ

つ
た
」
も
の
が
、

「書
院
な
る
者
も
時

を
経
る
に
従

つ
て
制
度
化
さ
れ
て
終

つ
た

の
で
あ
る
様

に
聞

へ
て

バ
お
　

お
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
根
津

一
と
い
う
精
神
的
支
柱
が
あ
り
、
い

わ
ば
私
塾
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
東
亜
同
文
書
院

の
規
格
化
が
す
す

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧

の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。
か
れ

は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

私
は
日
本

の
学
制
自
身
に
疑
を
挟
む
の
で
あ
る
、
学
校
の
卒
業

証
書
を
目
的
と
し
て
又
試
験
通
過
を
目
的
と
し
て
勉
学
す
る
学

ムが
　

生

で
は
独
創
的
に
東
亜
に
貢
献
す
る
事

は
で
き
ぬ
と
信
ず
る
。

余
に
と
り
て
は
近
年
書
院
が
外
務
省
文
部
省
よ
り
細
微
の
点
ま

で
検
束
さ
る
の
で
な

い
か
と
疑
る
・
が
之

は
余
り
に
官
庁
に
依

頼
す
る
か
ら
厳
重
な
る
取
締
と
い
ふ
代
価
を
支
払
は
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

つ
て
、
(中
略
)
も
し
官
僚

的
形
式
主
義
を
準

し
て

書
院
を
経
営
せ
は
内
よ
り
も
外
よ
り
も
破
綻
を
来
た
す
事
必
然

で
あ
る
理
当

で
あ
る
、
吾
人
は
断
然
書
院

の
官
僚
化
を
欲
し

ムれ

　

な
い
。

こ
の
言
は
根
津

一
が
院
長
を
退
い
た

一
九

二
三
年

(大
正

一
二
)
、

外
務
省
に
対
支
文
化
事
業
局

(後
の
文
化
事
業
部
)
が
設
置
さ
れ
た

こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。

こ
れ
が
東
亜
同
文
書
院

に
与
え
た
影
響

の
大
き
さ
に

つ
い
て
は
竹
内
好

の

一
文
を
引
き
参
考
と
し
た
い
。

東
亜
同
文
書
院
を
ふ
く
め
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
中
国
関

係
の
文
化
事
業
が
こ
の
傘
下
に
は
い
り
、

一
元
的
な
金
し
ば
り

の
支
配
を
受

け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
(中
略
)

こ
の
文
化
事
業
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部
に
よ
る
統
制
の
進
む
に

つ
れ
て
、
文
化
事
業
団
体
に
質
的
な

変
化

が
お
こ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と

い
う
こ
と
は
、
創
意
が
失

わ
れ

て
、
国
家
の
意
思

(そ

の
実
体
は
軍
を
ふ
く
め
て
の
官
僚

で
あ
る
)

へ
の
盲
従

の
傾
向

が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
東

亜
同
文
書
院
に
つ
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
根
津
鯖
神
が
う
す
ら
い

で
ゆ
く
の
が
、
こ
の
時
期
か
ら
顕
著
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
端
緒

に
あ

っ
て
、
次
に
引
く
よ
う
に
坂
本

は

精
神
的
な
改
革
に
よ

っ
て
学
校

の
独
自
性

を
保

つ
こ
と
を
主
張
し

た
。
そ
れ

は
、
徳
育
を
志
向
す
る
書
院
精
神

へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。

殉
難
殉
教
殉
道

の
精
神
あ

つ
て
始
め
て
書
院
の
反
省
が
意
義

附
け
ら
れ
、
書
院

の
復
興
が
実
現
し
延

い
て
は
東
亜

の
復
興
に

及
び
得
る
の
で
あ
る
、
真

に
中
国
の
為
に
な
る
日
本
人
な
ら
ば

日
本

の
為
に
な
る
事
は
勿
論

で
あ
る
、
小
我
に
捕
は
れ
日
本
、

日
本
と

い
ふ
て
お
る
所
に
は
日
本

の
為
に
も
な
ら
ぬ
結
果
を
生

す
る
、
書
院
が
思
切

つ
て
反
省
す
べ
き
は
斯
点
に
あ
る
、
身
を

殺
し
て
仁
を
成
す
、
こ
れ
霊
界
に
永
遠
に
生
く
る
唯

一
の
方
途

バ
お
　

で
あ

る
。

殉
難
殉
教
殉
道

の
精
神
や
霊
界
云
々
の
行
は
宗
教
的
な
言
い
回
し

で
あ
る
が
、
述

べ
る
内
容
は
日
中
提
携
を
掲
げ

る

「東
亜
同
文
書
院

　の
　

創
立
要
領

」
や
根
津

の
書
院
精
神

と
通
底
す
る
。
こ
こ
に
書
院
精
神

と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
坂
本

の
中

で

一
致
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
よ
う
。

日
本
当
局
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
な

っ
た
東
亜
同
文
書
院
の

変
化
に
対
し
て
、
坂
本
は
書
院
精
神

へ
の
回
帰
を
主
張
し
た
。
こ
れ

は
書
院
精
神
す
な
わ
ち
根
津

の
思
想
を
受
け
継
ぐ

こ
と
で
も
あ
り
、

か
れ
が
信
仰
の
中
に
書
院
精
神
を

一
体
化
し

て
い
た
こ
と
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
信
者
と
し
て
の
行

い
で
も
あ

っ
た
と

い
え
る
。
ま
た
、
国
際

労
働
総
会
出
席
を
要
請
さ
れ
た
り
後
に
外
務

省
嘱
託
と
な

っ
て
い
た

り
す
る
な
ど
、
か
れ
個
人
が
外
務
省
と
つ
な

が
り
が
あ

っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
管
理
を
批
判
す
る
と
い
う
姿
勢

は
、
個
人
的
人
間

関
係
を
か
え
り
み
な
い
無
私
的
な
点
に
お
い
て
、
や
は
り
信
仰
と
結

び

つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
坂
本
の
主
張
が
東
亜
同
文
書
院

に
具
体
的
な
影
響
を
あ

た
え
た
形
跡
は
な

い
。
か
れ
の
書
院
精
神

は
、
学
生
Y
M
C
A
と
の

バ
　
　

交
流
や
そ
の
ほ
か
の
教
え
子
と
の
個
人
的
関
係

の
中

で
は
い
か
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
全
学
で
は
か
れ
が
警
戒

す
る
共
産
思
想
が
盛
ん

に
な

っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
日
本
人
学
生

間

で
は

一
九
三
〇
年

(昭
和
五
)

の
学
生

ス
ト
ラ
イ
キ
や
同
年

の
第

一
次
学
生
検
挙
事

件
、
反
戦
ビ
ラ
配
布
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
左
傾
化
が
顕
著
と
な

る
。
部
長
を

つ
と
め
た
中
華
学
生
部
も
反
日
意
識
と
共
産
思
想

の

ム
ゆ
　

影
響
か
ら
運
営
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
学
生
の
授
業
放
棄
が
常
態
化

ムお
　

す
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
三
〇
年

(昭
和
五
)
九
月
商
務
科
に
吸
収

ムが
　

さ
れ
解
体
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
教
育
す
べ
き
学
生
を
失

っ
た
時
点

で
、
か
れ

の
東
亜
同
文
書
院
で
の
教
育
活
動

は
頓
挫
し
た
と

い
え

る
。坂

本

は

一
九
三

一
年

(昭
和
六
)
三
月

一
六
日
付
で
東
亜
同
文
書
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ムハ
　

院
を
依
願
退
職
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
中
華
学
生
部
が
解
体

さ
れ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
期
に
は
前
年

の
学
生

ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど

一
連

の
不
祥
事

の
責
任
を
と

っ
て
多
く

の
教
員
が

退
職
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
も
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
の
か
も
し
れ

ム
　
　

な

い

。四

一
一つ
の
書
院
精
神

坂
本
義
孝
の
教
育
活
動
は
東
亜
同
文
書
院

の
外

で
も
行
わ
れ
た
。

そ
れ
は
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
で
の
も
の
で
あ
る
。
か
れ
が
何
時
か

ら
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
に
参
加
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
東
亜
同

文
書
院
在
職
中
の

一
九

二
七
年

(昭
和
二
)
三
月
上
海
日
本
人
Y
M

ムリ
　

C
A
が
経
営
す
る
上
海
商
業
学
校

の
卒
業
式
写
真
に
姿
が
み
え
、
こ

の
頃
よ
り
上
海
日
本
人

Y
M
C
A
理
事
長
と
な
り
、

一
九
三
〇
年
か

ら
は
同
Y
M
C
A
運
営

の
外
国
語
学
校
で
英
語
を
担
当
し

つ
つ
校
長

ムゆ
　

と
な

っ
て

い
る
。
東
亜

同
文
書
院
退
職
後
は
、
上
海
虹

口
北
四
川
路

あ
ぜ
り
ゃ
て
れ
す

〈99
>

阿

瑞

里

(現
上
海
市
第

四
人
民
医
院
付
近
)
に
住
み
、
上
海
日
本

人
Y
M
C
A
の
外
国
語
学
校
校
長
を

つ
と
め
、

こ
こ
で
教
育
活
動

に

従
事
し
た
。
こ
こ
で
の
中
国
人
教
育

に
つ
い
て
、
か
れ
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

今
後
特

二
本
会

ノ
事
業
ト
シ
テ
最
モ
重
キ
ヲ
置
カ
ン
ト
ス
ル

ハ

本
邦

二
留
学
セ

ン
ト
ス
ル
支
那
学
生

二
対

ス
ル
日
本
語
科

一二

層
ノ
努
力
ヲ
傾
注

シ
彼
等

ノ
本
邦
渡
航
ロ
ニ
学
業
上
必
要
ナ
ル

日
本
語
ノ
基
礎
的
教
養

ヲ
具
フ
ル
ト
共

二
渡
航
上
□
ロ
ノ
便
宜

ム
　
　

ヲ
供
給
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ニ
有

同
校
で
は

1
九
>>1
1
年

(昭
和
六
)
ま
で
に
累
計
千
名
が
学
ん
だ

と
さ
れ
る
が
、
日
中
関
係
の
悪
化
か
ら

一
九

三
二
年

(昭
和
七
)
六

月
時
点
で

「生
徒
ノ
就
学
皆
無
ト
ナ
リ
タ
リ
」
と
い
う
状
態
に
陥

っ

ム
い
　

て
い
る
。
こ
こ
で
も
坂
本
は
東
亜
同
文
書
院
時
代
同
様
学
生
を
失
い

教
育
活
動
の
中
断
を
余
儀
な
く
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
な

お
し
ば
ら
く
上
海
に
滞
在
し
て
い
た
が

一
九

三
四
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
日
本
に
帰
国
し
中
国
で
の
教
育
の
場
を
完
全
に
失

っ
た

(聖
約

翰
大
学
教
授
と
な
る
の
は
、

一
九
四
二
年
外
務
省
嘱
託
職
員
と
し
て

再
び
上
海
に
赴
任
し
た
際

の
こ
と
で
あ
る
)。

こ
の
よ
う
に
東
亜
同
文
書
院
、
上
海
日
本

人
Y
M
C
A
外
国
語
学

校
で
の
活
動
が
行
き
詰
ま
る
中
で
も
、
坂
本

の
教
育
に
よ
る
日
中
提

携

へ
の
志
向
に
変
化
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
東
亜
同
文
書
院

で
の
教

え
子
洪
水
星

へ
の
援
助
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
亜
同
文
書
院
中

華
学
生
部
卒
業
後
、
坂
本

の
外
務
省

へ
の
働

き
か
け
に
よ
っ
て
京
都

大
学
留
学
を
経
て
キ
リ

ス
ト
教
系
の
聖
約
翰
大
学
教
授
と
な

っ
た
洪

水
星
が
、
自
分
の
学
生
の
日
本
見
学
旅
行
を
計
画
し
た

一
九
三
三
年

(昭
和
八
)
、
坂
本
は
外
務
省
文
化
事
業
部

へ

「若

シ
当
方

ノ
切
望

〔洪
水
星
た
ち

へ
の
援
助
〕
ヲ
御
受
諾
セ
ラ

ル
ノ
場
合

ハ
同
文
書
院

中
華
学
生

二
与

ヘ
タ
ル
如
キ
補
助
乃
至
便
宜

ヲ
御
提
供
ロ
ロ
上
度
右

ム
ゆ
　

不
取
敢
御
□
考
迄

二
申
上
候
」
と
援
助
を
求

め
て
い
る
。
こ
の
時
、

東
亜
同
文
書
院
に
は
ま
だ
中
国
人
学
生
が
在
籍
し
て
い
た
が
、
す
で

zo6



に
新
規
学

生
募
集
は
停
止
さ
れ
て
お
り
中
国
人
教
育
は
廃
止
さ
れ
よ

う
と
し
て

い
た
。

こ
の
状
況
下

で
聖
約
翰
大
学
学
生
に
東
亜
同
文
書

院
の
中
国
人
学
生
同
様

の
待
遇
を
与
え
る
よ
う
と
要
求
す
る
こ
と

は
、
中
華

学
生
部

の
役
割
を
同
大
学
に
引
き
継
が
せ
よ
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
こ
か
ら
坂
本

の
教
育
は
東
亜
同
文
書

院
を
離
れ

て
も

一
貫
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

い
う
ま
で
も

な
く
、
そ
れ
は
書
院
精
神

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
坂
本

の
書
院
精
神

の

一
方
で
、
東
亜
同
文
書
院
は
戦

じ
ょ

か

か

い

禍

で
徐
家
匿
虹
橋
路
校
舎

を
失

い
つ
つ
も

一
九
三
九
年

(昭
和

一

四
)
に
は
大
学

に
昇
格
し

(日
本

の
学
制

の
中

で
は
)
発
展
し
て
い

く
。

こ
の
過
程
を
竹
内
好
は

「根
津
精
神
が
う
す
ら

い
で
ゆ
く
」
と

み
た
。
し

か
し
、
活
き
た
中
国
を
学
ぶ
学
校
と
し
て
教
育

の
場
を
確

保
し
つ
づ

け
た
点
に
注
目
す
れ
ば
、
書
院
精
神
を
基
底
に
お
き

つ
つ

も
日
中
関
係
最
悪
化
と
い
う
状
況
下
で
現
実
的
な
選
択
を
し
た
の
だ

と
も
い
え

る
。

お
わ
り
に

東
亜
同
文
書
院

の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
書
院
精
神
と
は
、
根

津

一
の
王
陽
明
解
釈
な
ど
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
思
想
が
教
育
活
動

の
中
で
あ
ら
わ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
内
村
鑑
三
が
キ
リ
ス

ト
教
側
か
ら
評
価
し
た
王
陽
明
思
想
の
影
響
を
う
け
て
い
た
点

に
お

い
て
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
感
覚
と
相
容
れ
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
ま

た
、
根
津

の
方
も
キ
リ
ス
ト
教
に
理
解
を
示

し
て
お
り
、
校
内

で
は

聖
書
研
究
会

の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教

の
集
ま

り
が
認
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
東
亜
同
文
書
院
に
学
び
、
書
院
精
神
に
接
し
た
キ

リ
ス
ト
教
信
者

の
ひ
と
り
に
母
校

の
教
授
と

な
っ
た
坂
本
義
孝
が
い

た
。
か
れ
の
中
で
は
信
仰
と
書
院
精
神
は

一
体
と
な

っ
て
お
り
、
東

亜
同
文
書
院

で
中
国
を
実
体
験
し
た
だ
け
で
な
く
、

一
五
年
間

の
ア

メ
リ
カ
生
活
や
国
際
舞
台
で
の
活
動
の
な
か
で
欧
米
文
化
に
直

に
ふ

れ
て
い
て
も
、
そ
の
教
育
活
動
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
共
に
書
院

精
神
が
存
在
し

つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
坂
本
が
根
津
か
ら
受
け
継

い
だ
書
院
精
神
と
実
際

の
東

亜
同
文
書
院
が
採

っ
た
姿
勢
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。
悪
化
す
る
日

中
関
係

の
狭
間
に
あ

っ
て
東
亜
同
文
書
院
は
日
本
の
学
校
と
し
て
規

格
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
栗
田
尚
弥
氏
が
述
べ
る
よ
う
に

「理
想

と
現
実

の
狭
間

に
自
己

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
を
喪
失

さ
せ
て

ハゆ
　

い
く
」
と
い
う
状
態
と
な
り
つ
つ
も
、
専
門
学
校
、
大
学

へ
と
教
育

機
関
と
し
て
は
発
展
し
て
い
く
。

一
方
、
坂
本
の
中

で
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と

一
体
化
し
た
書
院
精
神

は
、
日
中
提
携

が
有
力
な
思
潮

で

ム
　
　

あ
っ
た
時
代
に
は
現
実
に
即
し
て
い
た
も
の
の
、
日
本
の
中
国
侵
略

が
激
化
す
る
に

つ
れ
理
想
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
っ
た
。
結

果
、
反
日
意
識

の
高
ま
り
か
ら
中
華
学
生
部

で
学
生
を
失

い
、
つ
づ

く
上
海
日
本
人
Y
M
C
A
外
国
語
学
校
で
も
同
じ
結
末
を
み
る
こ
と

に
な
る
。

東
亜
同
文
書
院
退
職
以
降
で
あ
る
が
、
坂
本
と
日
本
人
青
年
が
満

東亜同文書院とキリスト教207



洲
事
変
後

の
状
勢
に
つ
い
て
話
し
た
様
子
が
伝
わ

っ
て
い
る
。

〔坂
本
〕

「ど
う
も
日
本

の
若

い
人
は
、

こ
と
の
論
理
が
わ
か
ら

な
い
。
凡
て
を
既
成
事
実
と
し
て
鵜
呑
み
に
し
、
肯
定
し
て
い

る
。

心
あ
る
中
国
人
は
決
し
て
承
認
し
て
い
ま
せ
ん
よ
。
沈
黙

し
て

い
る
が
承
服
で
は
な
い
。

(中
略
)」

〔青

年
〕

「満
洲
問
題
ま
で
否
定
し
て
か
か
る
と
、
我
々
の
立
場

が
な

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

〔青

年
〕

「先
生

の
立
場
は
古

い
、
そ
れ
で
は
全
く

の
敗
戦
論
で

す
よ
」

〔青

年
〕

「先
生

の
頭
は
古
く
て
駄
目
で
す
。
そ
ん
な
考

へ
方
で

発
展

し
て
動

い
て
ゆ
く
今
の
国
際
問
題
な
ど
論
ず
る
資
格
は
あ

り
ま

せ
ん
」

先
生

〔坂
本
〕
は
憂
欝
な
顔
し
て
、
だ
ま

つ
て
し
ま
う
の
で

ムお

　

あ
る
。

こ
の
沈
黙
こ
そ
、
坂
本

の
書
院
精
神

の
帰
結
点

で
あ

っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
坂
本
退
職
以
降
の
東
亜
同
文
書
院
内
に
も
、
学
生
Y
M

C
A
が
存

続
し
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
存
在
し
て
い
た
。
し

か
し
、
根

津
時
代
の
よ
う
な
大
規
模
な
集
会
は
な
く
、
ま
た
坂
本
が

か

つ
て
し
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
言
辞
で
全
学

に
呼
び
か
け
る
動

き
も
な

い
個
人
的
な
事
柄
と
な

っ
て
い
た
。
東
亜
同
文
書
院
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
坂
本
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
現
実
の
前
に
沈

黙
す
る
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

注〈
1
>

大

学
史

編

纂
委

員
会

『東

亜

同
文
書

院

大
学
史

』
渥

友
会

、

一

九

八

二
年

、

二
〇

一
頁
。

〈
2

>

同
右

、

二
四

三
頁
。

〈
3

>

上

海

日
本

人

Y
M

C

A
。

一
九

〇
七

年
、

上
海

在
住

日
本

人

キ

リ

ス
ト
教

信

仰

者

が
組

織

し

た
。
機

関

誌

『
上

海
青

年

』
。

日

本

の

敗

戦
と

と

も

に
消

滅

し

た
。

〈
4
>

聖

約

翰
大

学

(S
t.J
o
h
n
's
U
n
iv
e
rsity
)
°

1
八
七

九
年

上

海

に

開
校

し
た
米

国
聖

公

会
系

の
学
校

。

中
華

人
民

共
和

国
下

の

一
九

五

二
年

に
大
学

統
廃

合

の
対
象

と

さ
れ
解

体

さ

れ
た
。
跡

地

は
現

在

の

華
東

政

法
学
院

で
あ

る
。

〈
5
>

東

亜
同
文

会

編

『
支

那
省
別

全
誌

』
全

一
八
巻
、

一
九

一
七

～

一
九

二
〇
年

。

〈
6
>

新
修

支

那
省

別
全

誌
刊

行
会

『新

修
支

那
省

別
全

誌
』

東

亜

同

文
会

、

一
九

四

一
～

一
九

四
六
年

。
第

九
巻

ま

で
刊
行

さ

れ

る
が

以

降
中

断

し
た
。

〈
7
>

藤

田
佳

久

『東

亜

同

文
書

院
中

国

大

調
査

旅

行

の
研

究

』

(大

明
堂

、

二
〇
〇

〇
年

)
、

「東

亜
同

文
書
院

の
中
国

調
査

『
大

旅

行
』

に

つ

い
て
」

『
大
倉

山

論
集

』

第

五

二
輯

(大

倉

山
文

化
科

学

研

究

所
、

二
〇

〇
六

年

)
等
。

〈
8
>

竹

内

好

「
東

亜

同

文

会

と
東

亜

同

文

書

院

」

『
日

本

と

ア
ジ

ア
』

ち

く
ま
学

芸
文

庫
、

一
九

九

三
年
、

四
二
〇
頁

。

〈
9
>

根
津

一
。

一
八
六
〇

年

五
月
～

一
九

二
七

年

二
月

一
八

日
。

山

梨

県

山
梨

郡
日

川
村

(現

山
梨

市

一
町

田
中
)

に
生

ま

れ
、
陸

軍

教
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導
団

、
陸
軍

士
官

学
校

(
旧

第

四
期

)

を
経

て
陸
軍

大
学

校

に
入
学

す

る

も
ド

イ

ツ
人
教

官

メ

ッ

ケ

ル

と
衝

突

し

退

学
。

後
、

荒

尾

精

(
一
八

五
九

～

一
八
九

六

)

の

日
清

貿

易
研

究

所

に
参

画

し
、

同
研

究
所

編

『
清

国
通

商

綜
覧

』

(丸

善
商

社

書

店
、

一
八
九

二
年

)

を

編
纂

し
た
。

日
清

戦
争

従
軍

後

に
退
役

し
東
亜

同
文

会

に
参

加
。

東

亜
同

文
書
院

院
長

、
東

亜

同
文

会

幹
事

長

を
歴

任

し
た
。

〈
10
>

石
川

順

『砂

漠

に
咲

く
花

』

私
家

版

、

一
九
六

〇
年

、
七

八

-

七
九

頁
。

〈
H
>

日
清

貿
易
研

究
所

。

一
八
九

〇

～

一
八
九

四
。

日
清
両

国

が
提

携

し

て
経
済

発

展
す

る

こ
と

に

よ

っ
て

ア
ジ

ア

の
安
定

が

な
せ

る
と

考

え
た
荒

尾
精

が
、

こ
れ

を
担

う
人
材

養
成

を

目
指

し

て
上

海

に
開

設

し
た
。

〈
12
>

栗

田
尚

弥

「引

き
裂

か

れ

た

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
1
東

亜

同

文

書
院

の
精

神

史

的
考

察

」

ピ

ー

タ

ー

・
ド

ウ

ス
、
小

林

英

夫

編

『
帝

国
と

い
う

幻
想
』

青
木

書

店

、

一
九
九

八
年

、

一
〇

二
頁

。

〈
13
>

川

畑
豊
治

「山

洲
根

津

一
先

生

の

『古

本
大

学

』
講
義

」
渥

友

会

編

『
東

亜

同

文
書

院

大
学

史

』

一
九

五

五

年
、

九

九

-

一
〇

七

頁

。

〈
14
>

同

注
〈
10
>
、
七

六

ー
七

七
頁

。

〈
15
>

根

岸
倍
。

一
八
七

四
～

一
九

七

一
。

和
歌

山
出
身

。
東

京
高

等

商

業
学

校

(
現

一
橋

大
学

)

名
誉

教
授

。
東

亜

同
文
書

院
開

校
時

か

ら
教
鞭

を
と

り

「大

旅
行

」

を
立
案

実

現

し
た
。

〈
16
>

東

亜
同
文

書
院

濾
友

同
窓

会
編

『
山

洲
根
津

先

生
伝

』
根
津

先

生

伝
記

編
纂
部

、

一
九

三
〇
年

、

四

四
六
頁

。

〈
17
>

「将

徳
論

」
、

「哲

理

論
」
、
同

注

〈
16
>
収

録
。

〈
18
>

一
九

〇
五

年
、
根

津

は
張
之

洞

の
協

力

を
え

て
、
山

東
省

曲
阜

に
倫

理
教

師

を
養
成

す

る
大

学

を
設
置

し
よ

う
と

し
た

が
、
張

の
死

去

で
頓
挫

し

た
。

以
後

も
設

立

を
図

っ
た

が
実

現

し
な

か

っ
た

(
同

注

〈
16
>
"

1
g
I
l
-

1
四

二
頁
)
。

〈
19
>

同
注

〈
16

>
、

=

○
頁

。

〈
20
>

同
注

〈
12

>
、

一
〇

二
頁

。

〈
21
>

内
村

鑑

三
著
、
稲

森
和

夫
監

訳

『
代

表
的

日
本

人
』

講
談

社

イ

ン
タ

ー

ナ

シ

ョ
ナ

ル
、

二
〇

〇

二
年

、

二
四

-

二
七

頁
。

〈
22
>

同
注

〈
1

>
、

二
六
七
頁

。

〈
23
>

ゑ

い
。

一
八
六

七
年

=

月
三

日
～

一
九

三
九

年

八
月
。

滋
賀

県

長

浜

町
字
錦

(現

長
浜
市

大
宮

町

)

の
醤
油

醸
造

業
藤

居
太

郎

長

女

。

同
志

社
女

学
校

に
学
び

、
卒

業

後
母

校

で
英
語

、
数

学

を
教

え

た
。

一
八
九
六

年
根
津

一
と
結
婚

。
名

前

表

記

に

つ
い
て
、

栄
子

ま

た
恵

以
子

(
同
注

〈
16
>
、

二
五

〇
頁

)

と
も

さ
れ

る

が
、
本
稿

で
は

彼

女

自
身

が
公

正
証
書

に

「ゑ

い
」

と
記

し

て

い
る

こ
と

か
ら

(
同

注

〈
24
>
、

一
二
五

-

一
二
六
頁

)

「
ゑ

い
」

と
す

る
。

〈
24
>

宗
像

金
吾

編

『
山
洲
根

津
先

生

並
夫

人

』
吟

爾
浜

"
私

家
版

、

一
九

四

三
年

、

=
二
八
頁

。

〈
25
>

同
右

、

=
二
八

1

=

二
九

頁
。

〈
26
>

同
右

、

一
九

-

二
〇

頁
。

〈
27
>

同

注

〈
16
>
、

二

四
七

頁
。

引
用

に
際

し

て
文

末

を
調
整

し

、
句

点

を
付

し

た
。

〈
28
>

同

注

〈
24
>
、

七
九

-
八
〇

頁
。

〈
29
>

同

右
、

一
四
〇
頁
。

〈
30
>

同

右
、

一
五

九
頁
。
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〈31
>

経
元
善

(
一
八
二

一
～

一
九
〇
三
)
が
一
八
九
八
年
に
開
い
た

女
学
校
は
、
か
れ
が
戊
戌
の
政
変
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
と
閉
鎖
さ
れ

た
。
東
亜
同
文
書
院
側
は

「校
舎
の
設
備
の
如
き
も
曾
て
仏
国
人
が

女
学
堂
に
充
て
ん
為
め
特
別
に
建
築
し
た
る
も
の
」
(同
注
〈16
>、

九
〇
頁
)、
「前
電
報
局
総
弁
経
元
善
と
い
う
人
が
、
居
宅
に
隣
接
し

て
造

つ
た
中
国
式
貸
屋
四
棟
の
一
廓
で
、
其
れ
は
曾

つ
て
学
堂
と
し

て
使
用
し
た
」
(同
注
〈
16
>、
四
四
四
頁
)
と
伝
え
る
。
ま
た
、
『村

支
回
顧
録
』
の
藤
田
豊
八
の
項
に
は

「三
十

一
年

〔
一
八
九
八
年
〕
、

羅
振
玉
と
謀
り
、
上
海
郊
南
高
昌
廟
に
於
て
郷
紳
経
元
善
の
経
営
せ

し
女
学
校
の
跡
を
引
受
け
東
文
学
社
を
設
立
し
、
邦
文
に
依
て
科
学

を
支
那
学
生
に
教
授
し
、

一
時
の
盛
を
極
め
、
同
志
田
岡
嶺
雲
を
以

て
講
師
と
な
ち
、
そ
の
他
農
商
務
省
練
習
生
及
び
私
費
留
学
生
等
を

収
容
し
て
梁
山
泊
を
形
成
し
た
。
(中
略
)
王
国
維
の
如
き
も
、
亦

当
時
東
文
学
社
の
学
生
と
し
て
在
学
し
た
」
(対
支
功
労
者
伝
記
編

纂
会
編

『対
支
回
顧
録
』
下
巻
、
対
支
功
労
者
伝
記
編
纂
会
、

一
九

三
六
年
、
七
六
九
頁
)
と
あ
る
。
経
の
女
学
校
施
設
が
、
東
文
学
社

に
利
用
さ
れ
た
が
義
和
団
事
件
の
影
響
で
閉
鎖
さ
れ
、
後
に
東
亜
同

文
書
院
の
校
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
上
海
第
九
人

民
医
院

(製
造
局
路
六
三
九
号
)。

〈32
>

同
注
〈1
>
、
九
三
頁
。

〈33
>

坂
本
義
孝

「同
じ
経
験
か
ら
」
東
亜
同
文
書
院
渥
友
同
窓
会
編

『渥
友
』
第

一
七
号
、

一
九
二
一
年
、
七
四
頁
。

〈
34
>

坂
本
義
孝

「書
院

の
反
省
時
代
」
『濯
友
』
第
二
四
号
、

一
九

二
四
年
、
五
頁
。

〈35
>

松
崎
恭

一
、
山
口
昇
編
纂

『
日
清
貿
易
研
究
所
東
亜
同
文
書
院

沿
革

史

』

(東

亜

同

文
書

院

学

友

会
、

一
九

〇

八
年

、

一
〇
〇

頁

)

に
、

「講
師

チ
ヤ

ー

レ

ス

ハ
ン
子

ツ
キ

ス
」

と
あ

る
。

〈
36
>

池
田
鮮

『曇
り
日
の
虹
-

上
海
日
本
人
Y
M
C
A
四
〇
年

史

』

上

海

日

本

人

Y

M

C

A

四

〇

年

史

刊

行

会

、

一
九

九

五

年

、

九

頁

。

〈
37

>

同

右

、

三

〇

頁

。

〈
38

>

同

右

、

九

頁

。

〈
39

>

R
o
b
ert

E
.
L
e
w
is,
R
ep
o
rt
L
e
tter
D
ev
elop
m
en
t
in

S
h
a
ng
h
a
i,

S
h
an
g
h
a
i:
T
h
e

In
te
rn
a
tio
n
a
l

C
o
m
m
itt
e
e

o
f

Y
M

C
A
,
1
9
0
1
°

U
n
iv
e
rsity

o
f

M

in
n
e
so
ta

L
ib
ra
ries

K
au
tz

F
am
ily

Y
M

C
A

.A
rc
h
iv
e
s.
引

用

に

際

し

、

引

用

部

末

尾

の

セ

ミ

コ

ロ

ン

を

ピ

リ

ォ

ド

に

か

え

た
。

ま

た

、

訳

文

は

引

用

者

に

よ

る

。

〈
40

>

同

注

〈
36

>
、

一
〇

頁

。

(
　

)

D
.
W

ill
ar
d

L
y
o
n
,
R
ep
o
rt
of

D
.
W
illa
rd

L
y
on
f
o
r
th
e
Yea
r

E
n
d
ing

S
ep
tem
b
er
3
0
,
1
9
0
3
,
S
h
a
n
g
h
a
i:
S
h
a
n
g
h
a
i
Y
M

C
A
,
1
9
0
3
°

U
n
iv
ersity

o
f

M

in
n
e
so
ta

L
ib
rarie
s

K
a
u
tz

F
a
m
ily

Y
M

C
A

A
rc
h
iv
es
°

訳

文

は

引

用

者

に

よ

る
。

〈
42

>

同

注

〈
36

>
、

一
〇

頁

。

〈
43

>

濯

友

会

『
濾

友

』

第

一
七

号

、

一
九

六

四

年

、

一
〇

頁

。

〈
44

>

佐

々

木

亨

「東

亜

同

文

書

院

入

学

者

の

群

像

」

愛

知

大

学

東

亜

同

文

書

院

大

学

記

念

セ

ン

タ

ー

編

『
同

文

書

院

記

念

報

』

5

=

け
、

二
〇

〇

三

年

、

一
〇

頁

。

〈
45

>

同

注

〈
1

>
、

二

四

三

頁

。

〈
46

>

大

塚

素

「満

洲

よ

り

長

江

」

日
本

基

督

教

青

年

会

同

盟

『
開

拓

者

』

第

一
巻

=

号

、

一
九

〇

六

年

、

五

四

頁

。
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〈
47
>

「
〔
日
本

Y

M
C

A
同
盟

名

誉
主

事

フ
ィ

ッ

シ
ャ
ー
、
京

都

Y
M

C

A
総

主
事

村
上

正
次

は
、

四
月
〕

廿

四

日
夜

東

亜

同
文
書
院

の
招

た
す
く

聰

を
受

け

一
場

の
講
演

を

せ

ら

る
」
、

「五

月

一
日
夜

原

田

〔
助

〕

社

長

は
三
馬

路

一
品
香

に
於

け

る
同

志
社

出
身

者

歓
迎

会

に
出
席

、

平
岩

〔
憤
保

〕
監
督

は
東

亜

同
文
書

院

の
聰

に
応

じ

て
学
生

の
た

め

講
演

せ

ら
れ

た

り
」

(
上
海

日
本

人

Y

M

C

A

『
上
海

青
年

』

第

三

巻

五

号
、

一
九

一
七
年

五

月

二
五

日
、

五

-
六
頁

)
。

原

田
助

、

同

志
社

社

長

(後

学

長

)。

平

岩

憤

保

、

日
本

メ

ソ
ヂ

ス
ト
教

会

指
導

者
。

〈
48
>

清

水
董

三
著

『
東
亜

同

文
書

院

創
立

二
十

週

年
根
津

院

長
還
暦

祝
賀

記

念
誌

』
東

亜
同
文

書

院

同
窓

会
、

一
九

二

一
年

、
六
九

ー
七

〇
頁

。

〈
49

>

東

山
学

院
。

一
八

八

二
年
創

立

の
キ
リ

ス
ト

教
系

学
校

。

一
八

九

〇
年

神
学

部
、

一
九

三

二
年

に
全

学

が
現

明
治

学
院

大
学

と
合
併

し
た
。

〈
50

>

同
注

〈
36
>
、
九

1

=
二
頁
。

〈
51

>

同
右

、
九
頁

。

〈
52

>

末

包

敏

夫

「
二
人

の
使

徒

の
中

国

に
在

り

し

日

の

こ
と

ど

も

(
一
)
ー

坂
本
義
孝
博
士
」
日
本
基
督
教
青
年
会
同
盟

『開
拓

者

』
復

刊

第
九

号
、

一
九

四
七
年

、

四
頁

。

〈
53
>

雄
松

堂
学
位

論
文

セ

ン
タ

ー

に
よ

れ
ば
、
坂
本

義
孝

(°。
皆

∋
。
8

Y
o
sh
itak
a
)
名

で
の

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
大

学

で

の
博
士

論
文

は
確

認

で

き
な

い
。

〈
54
>

教
授

就
任

に

つ
い
て
、

長
男

義

行
氏

は

「書
院

に
お

い

て
は
中

華

学

生

部

の
創

設

に
力

を

傾

注

」

(
同

注

〈
57

>
、

三

六
頁

)

と

す

る
。

坂
本

は

「米

国

よ
り

帰

国

し

て
直

ち

に
根

津

先

生

に
会

曙

し

た
」

(坂
本

義

孝

「同
窓

会
員

と
し

て
」

『濯

友

』
第

二
八
号

、

一
九

二
五
年
、

三

九
頁

)
と
述

べ
る
。

つ
ま
り

、
坂

本

は

一
九

二
〇
年

と

お

も
わ

れ

る
帰

国
直

後

か
ら
東

亜
同
文

書
院

と

接
触

を

も
ち

中
華

学

生
部

へ
参

画

し

は
じ
め

た

の
だ
ろ

う
。
東

亜
同

文
書

院

大
学

編

『
創

立

四
拾

週

年
東

亜

同
文

書

院
記

念

誌
』

(東

亜

同
文

書

院

大

学
、

一

九

四
〇
年

、

一
五

二
頁

)

に
よ
れ
ば

、
坂

本

は

一
九

二

一
年

八

月

に

教
授

に
就

き

、

一
九

三

一
年

三
月

に
退
職

し

て

い
る
。

〈
55
>

坂
本

義

孝

「書

院

の
反

省

時
代

」

『
濯

友

』
第

二

四
号

、

一
九

二
四
年
、

一
〇
頁

。

〈
°
)

JA
C
A
R
(
ア
ジ

ア
歴

史
資

料

セ

ン
タ
ー

)
R
e
f.
B
0
5
0
1
5
2
4
4
6
0
0

(
第
七

～

八
画

像

)
、

東

亜

同
文

会

関

係

雑

件

第

三
巻

(
H

1

4
)

(外
務

省

外
交

史
料

館
)
。

〈
57
>

記

念

誌

出

版

世

話

人
編

『
江

南
春

秋

』

一
九

八

〇

年
、

一
六

頁

。

〈
58
>

「東

亜

同
文
書

院
職

員

一
覧
」

(同
注

〈
56
>
、

第

四

四
～

四
六
画

像

)

に

は
記

録

日
時

が
記

さ

れ

て

い
な

い
。

「東

亜

同
文

書

院

職

員

大

正

一
五

年

〔
一
九

二
六

〕

一
月

二
五

日
現

在

」

(同

注
〈
56
>
、
第

一
～

四
画

像

)

に

は
、

「東

亜

同
文

書

院
職

員

一
覧

」

に
あ

る
真
島

次

郎

の
名

が
な

く
、
代

わ

っ
て
敗

戦
時

ま

で
在

職

し
た
小

竹
文

夫

の

名

が

あ

る

こ
と

か

ら
、

「東

亜

同
文

書

院

職

員

一
覧

」

は

一
九

二
六

年

一
月

二
五
日

よ
り
前

の
も

の
と

考

え
る
。

〈
59

>

給

額

摘

要

氏

名

(丸
括

弧
内

は
期
別

。
引

用
者

が
付

す

)

五
〇
〇

院

長

法
学

士
大

津
麟

平

>>10

0

教
授

法
学

士
経

済
学

士
大

野

熊
夫

〔
雄
〕
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二
五
〇

教
授

青
木
喬

〔以
下
東
亜
同
文
書
院
出
身
者
の
み
を
あ
げ
る
〕

マ
マ

ニ
六

〇

教

授

ド

ク

ト

ル
、

オ

ブ
、

ア
イ

ロ
ソ

フ
ヒ
ー

本

義

孝

(
1

)

二
五
〇

二
二
〇

二
〇
〇

一
九
〇

一
五
〇

二
〇
〇

一
四
〇

一
四
〇

=
二
〇

一
七
〇

教 教 教 教 教
授 授 授 授 授

 

〈
60
V

同
注

く
52
V
、

〈
61
>

坂
本

義

孝

号

、

一
九

二
一二
年

、

〈
62
>

坂

本
義

孝

一
号
、

一
九

二
一二
年

、

〈
63

>

坂

本
義

孝

二

二
年

、

二
〇
頁

。

〈
64
>

坂
本

義
孝

査
編

纂
部

『支

那

』

〈
65
>

坂
本

義

孝
学

生

監
督

助

教

授

助

教

授

(
16

)

助

教

授

熊
野

正
平

(17
)

講

師

森

沢
嘉

五
郎

(13
)

四
頁
参

照
。

「
ヱ

ル

サ

レ

ム

に

て
」

『
開

拓

者

』

第

一

二
七

頁
。

「
一
人

一
信

渡

欧

の
途

上

よ
り

」

『
濾
友

』

七

八
頁

。

「
北

京

大
会

の
意
義

」

『
渥

友

』
第

一
九
号

、

「
中

国

に
於

け

る
経

済

的
非
協

同
」

第

一
六
巻

八
号

、

一
九

二
五
年

。

「
五

晋
事

件

と

米
支

両

国

の
関

係

」
『
支

那

』

真

島
次

郎

(2

)

馬

場
鍬

太
郎

(5
)

藤

原
茂

一

(9

)

清

水
董

三

(
12
)

鈴

木
択

郎

(
15
)

認

可
済

和

田
重

次
郎

(9

)

認
可

済
久

重

福

三
郎

(16
)

坂

バ

チ

ヱ
ラ

ー

オ

ブ

ア
ー

ツ
久

保

田

正

三

八
巻
五

第
二

一
九

東
亜
同
文
会
調

第

一

七
巻

八
号

、

一
九

二
六

年
。

〈
66
>

坂
本

義
孝

「外
人

の
観

た

る
支

那

」
日
華

学

会

『
日
華

学
報

』

第

七

号
、

一
九

二
八
年

。

〈
67
>

坂
本

義
孝

「
中

日
親

和

の
要

諦

」

『
日
華

学
報

』

第

一
二
号

、

一
九

三
〇
年

。

〈
68

>

坂
本

義
孝

「
支
那

の
命

運

を

傍

観

す

べ
き

か

」

『
支
那

』

第

二

一
巻

二
号
、

一
九

三
〇

年
。

〈
　

>

JA
C
A
R
:
B
0
5
0
1
5
2
4
4
1
0
0

(
第

一
二
画
像

)

東
亜

同

文
会

関
係

雑

件
第

三
巻

(
H

1
4
)
。

〈
70

>

同
右
、

第

=

二
画
像

。

〈
71

>

財

団
法

人
東
亜

同
文

会

『
自

昭
和

二
年

四
月
至

昭
和

二
年

九

月

事

業
報

告
』

一
九

二
七
年

。

〈
72
>

坂

本
義
孝

「護

憲
社

の
性

質

と
事

業
」

東
亜

同
文

書
院

支

那
研

究
部

『
支
那

研
究
』

第
七

巻

二
号
通

巻

第

=

号

、

上
海

二

九

二

六

年
。

〈
73
>

坂

本
義

孝

「支

那

に
於

け

る
教

育

権

回
収

の
観

測

」

『
支

那
研

究

』
第

八
巻

二
号
通

巻

一
四
号

、

一
九

二
七
年

。

〈
74
>

同
右

、

二
五

三
頁
。

〈
75
>

同
右

、

二
五
六

頁
。

〈
76
>

坂
本

義

孝

「上

海

の
将
来

」

『
支

那

研

究
』

第

九

巻

三

号
通

巻

一
八
号
、

一
九

三
〇

年
。

〈
77
>

『
支

那
研
究

』
第

九
巻

三
号

通
巻

第

一
八

号
、

一
九

三

〇
年

。

〈
78
>

同
注

〈
76

>
、
七

六
七
頁

。

〈
79
>

坂
本

義
孝

「青
年

会

は
何

を
し

て

お
る

か
」
上

海
基

督

教
青

年

会

『
上
海

青
年
』

昭

和
五
年

七
月

号
、

一
九

三

〇
年

七

月
。
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〈
80
>

同
注

〈
33
>
、

七

四

-
七

五

頁
。

〈
81
>

坂

本
義

孝

「
改

新

時

代

の
書
院

」

二
四
年

、

一
四
頁

。

ム ム ム
9291で90

ム ム ム ム ム ム ム ム
8988878685848382
VVVVVVVV

『
渥
友

』

第

二
五

号
、

一
九

合

二
関

ス

ル
件

」

件
第

三
巻

〈
93
>

〈
94
>

顕
発

外
務

省
文

化

事
業

部

長
坪

上
貞

二
宛
文

書

に

は

文
書

院
中

華
学

生

部

ハ
本
年

九

月

一
日
之

ヲ
廃

止

シ
従

来

ノ
支

那
人

本
科

生

ハ
之

ヲ
日

本
学

生

ト
合

併

シ
中

華

学
生
部

予
科

ハ
之

レ

ヲ
特

設

予

科

ト

改

称

ス
ル
事

ト
致

候

J

(JA
C
A
R
:
B
0
5
0
1
5
2
4
7
0
0
0

(第

二
画

像

)
東

亜
同

文
会

関

係
雑

件
第

七
巻

(
H

1
4

)
)

と
あ

る
。

〈
　
)

JA
C
A
R
:
B
0
5
0
15
3
5
4
1
0
0

(第

二
画

像

)
東

亜
同

文
書

院

関
係

同

注
〈
36
>
、

一
四

四
頁

。

同

右
、

一
四

ニ
ー

一
四

四
頁
参

照
。

同

注

〈
34
>
、

五
頁

。

同

右
、

六
頁

。

同

右
、

九
頁

。

同

注

〈
81
>
、

一
八
頁

。

同

注

〈
8
>
、

四
三
六

頁

。

同
注

〈
34
>
"

1

1
頁

°

も

と

も

と

は
、

南

京

同
文

書

院

開

校

時

に
起

草

さ
れ

た

も

の

東

亜

同
文
書

院

に
お

い
て
も
用

い
ら

れ
た
。

同
注

〈
16

>
収
録

。

同
注

〈
1
>
、

二

四
三

1

二
四

四
頁

。

「昭

和

四
年

〔
一
九

二
九

〕

六
月

同
文

書

院

中
華

学

生
不

穏

会

(JA
C
A
R

B
0
5
0
1
5
3
3
5
7
0
0
東

亜

同
文

会
関

係

雑

(
H

-
4
)
)
参

照
。

同
注

〈
57

>
、

一
七

頁
。

一
九

三
〇

年

一
二
月

一
〇

日
付
東

亜

同
文
会

会
長

伯
爵

牧

野
伸

「上

海
東

亜
同

雑

件
/

人
事

関
係
第

一
巻

(
H

1
4
)

里
v

ム ム ム ム
99989796
VVVV

 

義

孝
先

生

も

此
処

に
居

ら
れ

た

」

店

、

C
　
>

関

係
雑

件
第

一
巻

　
　
)

C
　
>

行

関
係

雑
件

/
補

助
申

請
関

係
第

二
巻

〈
M01
〉

〈
4OI
〉

〈
501
〉

同
注

〈
57
>
、

一
八
頁

。

同

注
〈
36
>
、

一
六

八
頁
。

同
右

、

一
七
六

ー

一
七
七

頁

参
照

。

「
阿

瑞

里

(
ア

ゼ

リ

ヤ

テ

レ

ス
)

と

云

う

私

の
旧

宅

〔
魏

盛

の
斜

め
向

か

い
に
あ

る
住
宅

に
は

(中

略
)

同
文

書
院

の
坂
本

(内

山

完

造

『
花

甲
録

』
岩

波

書

一
九
六

〇
年

、

一
八
六

頁
)
。

JA
C
a
x
:
B
o
s
o
i
s
°。
ま
。゚
8

(第

一
二
画
像

)

助
成
費

補

助
申

請

(
H
1

6
)
。

同
右
、

第

三
画
像

目
。

JA
C
A
R
:
B
0
5
0
1
5
7
3
4
5
0
0

(第

四
画

像

)
満

支
人

本
邦

視

察
旅

(H

-
6
)
。

同
注

〈
12
>
、

=

二
頁

。

同
右

、

一
〇
五
頁

。

同
注

〈
52
>
、
五
頁

。

※

〔

〕
内

は
論

者

に

よ

る
。

体

に
改

め
た
。

ま
た
、
引
用
文
中
の
旧
字
体
は
新
字
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