
東
亜
同
文
書
院
卒
業
生
の
軌
跡

｜
｜
東
亜
同
文
書
院
卒
業
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
｜
｜

一
、
は
じ
め
に
l

書
院
史
と
関
連
し
て
｜

本
号
は
一
九
九
四
年
末
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
筆
者
が
行
っ

た
東
亜
同
文
書
院
お
よ
び
東
亜
同
文
書
院
大
学
、
東
亜
同
文
書
院
大

学
専
門
部
の
卒
業
生
の
方
々
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
軸
に
、
同

卒
業
生
の
軌
跡
の
一
端
を
そ
の
中
か
ら
浮
か
び
上
っ
た
思
考
や
行
動

か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
が
、
東
亜
同
文
書
院
は
、
一
九

O
一
年
に
上
海
に
開
学
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
専
門
学

校
で
あ
る
。
経
営
母
体
は
東
軍
同
文
会
で
、
日
消
戦
争
後
の
同
会
に

よ
る
日
・
中
間
の
本
格
的
な
教
育
文
化
事
業
の
そ
の
中
心
的
事
業
の
一

っ
と
し
て
こ
の
東
亜
同
文
書
院
が
開
校
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
突
然
の
開
校
で
は
な
く
、
そ
の
前
史
に
み
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
試

行
の
上
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
史
は
荒
尾
鞘
に
よ
る
明
治
十
年
代
末
に
行
な
わ
れ
た
k

海

藤
田
佳
久

や
漢
口
で
の
靖
国
の
地
織
情
報
の
収
集
活
動
が
あ
い
な
さ
ら
に
そ
れ

を
編
集
刊
行
し
た
『
情
国
通
商
綜
蛤
ぽ
の
日
前
貿
易
研
究
所
の
存
在

は
じ
め

が
あ
っ
た
。
編
集
者
は
荒
尾
柑
と
親
し
い
根
津
一
で
、
の
ち
に
東
亜

同
文
書
院
の
初
代
院
長
に
就
任
し
、
書
院
（
以
下
、
書
院
）
の
経
営

を
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
消
国
通
商
綜
覧
』
は
、
清
国
の
商
業
地

理
的
内
容
を
も
っ
貿
易
実
務
書
へ
の
原
型
に
近
く
、
情
閣
の
実
態
を

初
め
て
日
本
人
に
知
ら
し
め
、
好
評
を
博
し
た
。

そ
れ
を
刊
行
し
た
日
清
貿
易
研
究
所
は
、
い
わ
ば
そ
の
後
の
東
亜

同
文
書
院
の
モ
デ
ル
校
的
存
在
で
あ
り
、
一
八
九O
年
に
同
じ
く
上

海
に
開
設
さ
れ
た
貿
易
実
務
者
養
成
の
学
校
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
の
ち
に
日
清
戦
争
が
始
ま
り
、
日
本
へ
引
き
上
げ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
日
清
戦
争
後
、
新
た
な
日
中
聞
の
文
化
交
流
を
め
ざ
す

東
斑
同
文
会
が
教
育
事
業
と
し
て
・
貿
易
実
務
者
養
成
の
学
校
を
構
思

し
た
時
、
こ
の
会
の
運
営
の
中
心
を
荒
尾
か
ら
情
国
滞
在
時
代
に
熊

陶
を
受
け
た
メ
ン
バ
ー
や
、
日
清
貿
易
研
究
所
の
出
身
者
が
中
心
に

担
い
、
近
衛
篤
麿
が
理
事
長
と
な
っ
たe
し
た
が
っ
て
、
そ
の
構
想

の
中
で
浮
か
び
上
っ
た
東
亜
阿
文
書
院
は
、
先
行
し
た
日
消
貿
易
研

w.盛岡文茜院卒業生のftJH, 一東亜同文書院本.自量生へのアンケー卜調査からー



究
併
が
モ
デ
ル
に
な
り
、
同
会
が
中
凶
作
地
で
展
開
す
る
ニ
と
に
な

る
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
事
業
の
中
心
校
と
し
て
ト
．
出
に
設
け
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
n

消
戦
争
後
、
さ
支
ざ
・
中
市
な
政
治
団
体
が
中
川
合
め
ざ
し

て
結
成
さ
れ
、
学
校
な
ど
も
設
立
さ
れ
た
り
し
た
が
、
市
爪
桜
川
文
会

・
ど
市
民
夜
同
文
書
院
は
そ
れ
ら
の
団
体
や
学
校
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
お
り
、
と
く
に
後
者
は
日
消
戦
争
前
に
日
前
間
の
貿
易
を
日
本
人

の
手
で
担
お
う
と
す
る
た
め
の
人
材
育
成
の
目
標
が
明
確
に
継
承
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
r

し
た
が
っ
て
、
京
夜
間
文
書
院
は
日
消
聞
に
お
け
る
有
能
な
貿
易

実
務
者
養
成
の
専
門
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
戦
後
に

な
っ
て
戦
時
中
の
書
院
生
の
通
訳
従
軍
や
外
地
で
の
設
置
な
ど
を
理

由
に
ス
パ
イ
学
校
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
流
言
は
直
接
的
に
は
当
ら

J」
L実

際
‘
中
国
語
（
北
京
語
）
を
徹
底
し
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
、
の

ち
に
東
京
商
大
の
教
授
に
な
る
制
限
作
佑
は
開
学
問
も
な
い
時
期
に
、

k

海
や
漢
口
な
ど
で
消
同
の
商
取
引
慣
習
と
シ
ス
テ
ム
を
学
生
と
と

も
に
詳
細
に
調
査
し
、
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
『
支
脈
経
済
全

a司
J
』

設
H
』
全
一
一
一
巻
と
し
て
刊
行
し
て
い
る3

そ
こ
に
は
開
設
当
初
の
苫

院
の
め
ざ
す
万
向
が
き
わ
め
て
明
紘
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
、
そ
れ
は
の
ち
に
『
大
旅
行
」
へ
つ
な
が
る
背
肢
に
な
る
の
で
あ

る
‘院

長
に
就
任
し
た
俄
神
は
‘
資
金
不
足
を
以
給
仲
間
生
制
皮
の
調
布
人

に
上
っ
て
軽
減
し
、
し
か
も
有
能
な
学
生
を
募
集
す
る
こ
と
に
も
成

功
し
た
。
こ
う
し
て
各
県
一
一
名
ず
つ
の
学
生
募
集
は
、
大
限
へ
の
夢

と
県
の
学
生
へ
の
給
費
制
度
に
よ
っ
て
、
各
県
で
の
入
試
の
餓
争
を

次
第
に
激
化
さ
せ
た
。
俄
俸
は
同
時
に
入
学
生
を
上
海
で
は
な
く
東

京
へ
集
め
、
皇
居
や
伊
勢
神
宮
、
京
都
の
神
社
な
ど
を
順
に
巡
り
、

日
本
文
化
や
日
本
附
仰
を
入
学
生
に
感
じ
さ
せ
る
仕
組
み
も
工
夫
し

た
J

上
海
は
当
時
凶
際
都
市
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
刊
本
人
と
し
て

の
自
覚
を
促
し
‘
山
中
国
で
時
爪
に
な
ら
な
い
た
め
の
処
方
筆
を
生
み

出
し
た
と
い
え
る
巾
そ
れ
ら
に
恨
昨
院
長
の
才
覚
が
う
か
が
え
、
の

ら
に
お
院
生
や
書
院
関
係
者
に
し
乙
つ
て
の
カ
リ
ス
マ
的
存
花
に
な
る

川
践
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

入
学
し
た
学
生
数
は
各
県

J
1

二
名
限
度
の
給
費
生
の
た
め
当
初

し
ハ0
1

七
O
名
程
度

J

の
ち
に
私
費
生
も
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
満
鉄

や
新
聞
位
、
外
務
省
な
ど
か
ら
の
派
遣
生
む
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な

り
、
一
学
年
一
O
O
名
を
越
す
年
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
専
門
学
校

（
一
九
二
一
年
、
大
正
一
O
年
よ
り
修
業
年
限
四
年
の
市
守
門
学
校
に

な
る
）
の
書
院
時
代
は
一

O
O
名
を
越
え
る
の
は
七
年
分
し
か
な

く
、
全
体
と
し
て
は
毎
年
六

0
1

一
O
O
名
程
度
が
卒
業
し
た
。
そ

れ
が
大
学
へ
昇
悼
惜
す
る
と
、
一
五O
名
前
後
と
ふ
え
、
あ
わ
せ
て
一

九
同
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
に
併
設
さ
れ
た
大
学
専
門
部
は
二
一

0

1

一
六
O
名
の
入
学
生
が
あ
り
‘
一
九
四
一
－
一
年
（
昭
和
一
八
年
）
以

降
一
一
．
年
間
は
三OO
人
を
こ
え
る
入
学
者
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
時
期
は
学
徒
出
陣
や
繰
k

げ
卒
業
が
あ
り
、
そ
の
後
の
終
戦
の
問

？
に
か
け
て
教
育
環
筑
は
急
速
に
忠
化
し
て
い
る

ο

一
九
四
五
年

（
昭
如
－
－O
年
）
の
日
本
か
ら
の
入
学
生
は
、
中
凶
へ
泌
れ
ず
、
防
山

山
分
校
で
過
し
た

r

一
信
・H
Kは
れ
H
院
、
書
院
大
学
、
同
専
門
加
の
卒
業
生
敬
、
入
学
私
自

数
合

J小
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
院
時
代
は
約
三
、
．
一
O
O
人
が
県
立

ち
、
お
院
大
学
－
M
専
門
部
は
約
て
凹

O
O
人
が
入
学
し
た
。
あ
わ

せ
て
約
四
、
じ
C
C
人
が
お
院
、
書
院
大
学
・
同
専
門
部
に
入
学
し
た

こ
と
に
な
る
。

学
科
は
期
間
経
科
が
中
心
で
、
当
初
は
そ
れ
に
政
治
科
、

., 
~ !”l ti. ，；：記念側

途
中
で
股
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工
科
が
短
期
間
な
が
ら
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
中
華
学
生
部
も
設
け
ら

れ
た
が
、
日
中
戦
争
に
よ
り
中
国
入
学
生
が
減
少
し
、
自
然
削
減
と

な
っ
た
。
な
お
、
大
学
界
絡
時
に
は
二
年
間
の
子
科
が
設
け
ら
れ
、

商
科
大
学
と
し
て
専
門
説
程
は
商
業
に
関
す
る
理
論
と
応
問
が
中
心

分
野
と
な
っ
た
c

し
か
し
、
大
学
界
絡
後
の
書
院
大
学
は
日
中
戦
争
下
で
苦
難
の
道

を
歩
む
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
そ
れ
よ
り
前
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
年
）
に
は
第
二

次
上
構
事
変
に
よ
り
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
年
）
に
完
成
し
た
円

熟
期
を
迎
え
て
い
た
徐
山
本
雄
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
校
舎
が
中
国
兵
の

放
火
で
全
焼
し
、
一
切
の
図
書
や
資
料
、
展
示
収
集
品
等
を
失
な

い
、
や
む
な
く
長
崎
女
子
師
範
跡
校
舎
へ
移
転
、
そ
の
あ
と
上
海
の

書
院
に
隣
接
し
て
い
た
南
洋
大
学
（
現
伝
の
交
通
大
学
）
を
借
用
、

再
開
し
て
い
る
の
財
界
や
居
留
民
団
の
援
助
で
図
書
の
手
当
が
な
さ

れ
、
以
降
終
戦
ま
で
借
用
、
終
戦
に
と
も
な
い
校
舎
は
返
還
、
間
学

と
な
っ
た
。
四
五
年
間
、
二

O
枇
紀
前
半
期
に
及
ぶ
上
海
で
の
肢
史

に
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
二

O
世
紀
前
半
期
の
中
国
は
激
動
の
時
代
で
あ
っ

た
。
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
長
年
に
わ
た
る
消
朝
が
倒
れ
、
一
時
京
世

凱
に
よ
る
政
権
乗
っ
取
り
事
件
が
あ
っ
た
が
、
何
と
か
共
和
制
へ
移

行
、
中
華
民
国
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
中
央
集
権
体
制
の
崩
簸
は

地
方
に
軍
闘
が
割
拠
し
て
内
戦
を
も
た
ら
し
、
の
ち
に
蒋
介
石
が
統

一
す
る
ま
で
は
軍
閥
と
土
匪
に
よ
る
政
治
的
混
乱
期
が
続
い
た
。
政

権
の
弱
体
化
で
列
強
の
干
渉
も
強
ま
り
、
そ
ん
な
中
、
日
本
が
押
し

つ
け
た
二
一
ヵ
条
要
求
（
一
九
一
九
年
）
は
、
学
生
遣
を
中
心
に
し

た
五
・
四
運
動
を
生
み
、
中
国
に
本
絡
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
芽

を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
れ
は
一
九
二
五
年
の
五
・
三

O
事
件
で
さ
ら
に

点
火
さ
れ
、
全
同
へ
排
外
・
排
日
運
動
が
拡
大
し
た
。
そ
の
よ
う
な

波
は
や
が
て
書
院
の
中
へ
も
及
び
、
日
本
市
部
へ
の
批
判
行
動
を
起

し
た
例
も
み
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
不
安
と
混
乱
の
中
、
一
九

O
七
年
か
ら
始
っ
た

書
院
生
の
「
大
旅
行
」
が
冒
険
的
旅
行
の
ふ
ん
い
き
を
も
ち
つ
つ
毎

年
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
契
機
は
関
学
時
か
ら
彼
岸
佑
に
よ
っ
て
指
導

さ
れ
た
前
慣
習
の
現
地
調
査
が
多
面
的
な
中
国
を
も
っ
と
知
り
た
い

と
す
る
書
院
生
の
気
持
に
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
直
接
的
き
っ
か
け
を

与
え
た
の
は
、
二
期
生
五
人
に
よ
る
辛
苦
の
西
域
調
査
旅
行
の
成

町
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
省
く
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
外
務

省
と
の
つ
な
が
り
も
出
来
、
毎
年
五
、
六
月
か
ら
約
三
カ
月
間
の
中

国
「
大
旅
行
」
が
最
終
学
年
学
生
の
最
大
行
事
と
し
て
定
着
化
し
た
。

当
時
の
交
通
状
況
を
反
映
し
て
、
山
脈
行
の
ほ
と
ん
ど
は
徒
歩
中
心
の

「
大
旅
行
」
で
、
日
本
人
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
熊
山
村
地
帯
を
奥
深

く
ま
で
入
り
込
ん
だ
。
中
国
を
越
え
、
遠
く
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
そ
の

コ
l
ス
は
広
が
り
、
会
計
七

O
O
コ
l

ス
に
ま
で
及
ん
合
｝
。

こ
の
「
大
旅
行
」
は
、
い
く
つ
か
の
目
標
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
上

海
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
中
岡
の
実
像
を
現
地
で
確
認
、
経
験

し
、
一
一
つ
は
各
人
が
卒
論
と
し
て
の
調
査
研
究
を
行
な
っ
た
こ
と
、

ま
た
途
中
か
ら
日
誌
も
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
旅
行
中
の
中
国
各

地
の
実
情
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
三
つ
は
入
学
以
来
、
各
寮

の
部
屋
単
伎
で
上
級
生
か
ら
「
書
院
カ
ラ
ス
」
と
称
さ
れ
た
ほ
ど
の

中
凶
誌
の
発
点
目
・
と
、
中
国
人
教
師
も
交
じ
え
た
中
国
語
授
業
の
特
訓

の
成
果
を
現
場
で
生
か
し
、
応
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
数
人

単
位
の
各
斑
の
学
生
は
軍
閥
抗
争
や
土
匪
出
没
の
中
で
苦
楽
を
共
に

し
、
強
い
連
僻
心
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
中
国
は
混
乱
期
で
あ
り
、

4 l,ij 文書院記念側

こ
の
時



代
の
中
国
を
集
中
的
か
つ
全
域
的
に
活
写
し
た
記
誌
は
他
に
例
が
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
「
大
旅
行
」
の
記
録
は
一
一
O
世
紀
前
半
の

中
凶
の
文
字
通
り
空
白
の
記
録
を
埋
め
る
白
磁
な
存
伐
に
な
る
筈
で

弘
山λ
勺な

お
、
こ
の
「
大
旅
行
」
は
半
世
紀
に
渡
り
、
ヒ
O
O
コ
l

ス
比

七
及
ぶ
継
続
的
な
地
域
調
布
で
あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
前
倒

す
る
筆
者
の
専
攻
す
る
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
も
世
界
に
例
を
み

な
い
突
出
し
た
世
界
品
大
級
の
凋
況
だ
と
一
．d
っ
て
上
い

J

こ
れ
ら
の

成
果
は
『
支
郷
省
別
全
誌

V
や
『
新
修
支
郷
省
別
全
誌
』
な
ど
地
誌

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
‘
戦
後
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
て

い
な
い
ゐ
戦
後
流
布
さ
れ
た
お
院
を
め
ぐ
る
性
終
づ
け
や
、
臨
時
期

作
品
へ
の
軽
視
が
そ
の
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今

日
の
中
闘
の
急
速
な
変
化
と
底
辺
に
お
け
る
伝
統
伎
は
、
今
後
こ
れ

ら
の
作
品
を
評
価
さ
せ
る
二
と
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
9

書
院
生
遣
は
卒
業
後
も
各
分
野
で
活
躍
し
た
目
と
く
に
そ
の
多
く

が
中
国
で
職
を
求
め
て
い
る
。
中
国
で
活
脱
し
た
い
と
い
う
志
を

も
っ
て
入
学
し
た
多
く
の
書
院
生
に
と
っ
て
は
当
然
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
多
く
は
商
社
系
、
金
融
系
だ
が
、
備
事
館
な
い
ど
の
山
口
実

や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
も
広
が
っ
て
い
る
z

満
州
同
が
発
足

す
る
と
、
中
凶
本
土
か
ら
満
州
へ
就
業
の
場
が
移
動
す
る
ケl
ス
も

み
ら
れ
た
。
新
生
満
州
国
の
官
吏
に
も
進
出
し
て
い
る
。
昭
狗
十
年

代
に
は
n

本
内
地
の
大
学
の
中
に
は
、
中
同
へ
沼
山
や
研
修
の
場
を

広
げ
る
例
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
中
国
や
満
州
で
は
書
院

に
及
ぶ
も
の
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
敗
戦
に
と
も
な
う
戦
後
、
多
く
の
書
院
卒
業
生
は

ほ
と
ん
ど
無
一
文
で
引
掛
げ
、
戦
後
の
厳
し
い
時
代
を
も
う
→
度
生

活
設
計
し
凶
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
そ
ん
な
中
で
内
地
に
抹
の
な

か
っ
た
卒
業
生
は
、
相
互
に
扶
助
し
あ
い
、
同
窓
意
識
を
強
め
る
形

で
再
起
し
あ
っ
た
E

中
国
ど
の
問
の
冷
戦
が
続
く
中
‘
中
凶
と
の
関

係
で
活
躍
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
折
か
ら
の
尚
度
経
済
成

長
期
に
は
外
地
で
の
生
活
に
慣
れ
ぬ
μ

本
人
の
先
頭
を
切
っ
て
外
地

へ
赴
き
、
日
本
経
済
を
支
え
、
ま
た
日
本
市
場
を
位
大
す
る
上
で
貢

献
し
た

ω

ま
さ
に
日
本
特
済
の
成
長
を
そ
の
フ

υ

ン
テ
ィ
ア
ゾ

l

ン

の
拡
大
の
中
で
支
え
た
卒
業
生
も
多
か
っ
た

ω

そ
ん
な
中
で
、
「
幻
の
名
門
」
と
い
う
形
符
制
的
川
却
が
お
院
のL
L

に
冠
せ
ら
れ
、
書
院
の
名
が
人
々
の
記
憶
の
中
に
継
承
さ
れ
た
。
し

か
し
、
同
時
に
、
折
か
ら
の
東
西
冷
戦
の
中
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対

立
の
中
で
帯
院
の
位
置
づ
け
は
随
民
地
の
先
兵
的
計
価
も
な
さ
れ
、

卒
業
生
の
人
遣
は
自
陶
に
自
己
を
語
れ
な
い
ふ
ん
い
き
も
あ
っ
た
。

策
者
が
十
数
年
前
、
「
大
旅
行
」
に
関
心
そ
も
ち
．
さ
ら
に
書
院
に

関
心
を
持
っ
た
時
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
ふ
ん
い
き
の
残
る
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
今
は
亡
き
九
期
生
の
斎
締
文
綾
氏
か
ら
始
め

た
卒
業
生
の
人
達
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
数

は
か
な
り
に
の
ぼ
り
、
策
者
自
身
い
く
つ
か
の
人
生
を
味
わ
せ
て
い

た
だ
く
よ
う
な
特
験
を
し
て
き
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
今
も
続
い
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
い
つ
か
・
ま
と
め
て
世
に
出
し
た
い
と
願
っ
て
い

る
c

し
か
し
、
卒
業
生
の
方
々
は
高
齢
化
が
す
す
ん
で
い
る
。
日
本
の

J
r均
寿
命
の
延
び
が
繁
行
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
機
会
に
は
幸
雄
で

あ
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
む
つ
か
し
い
状
況
も
同
時
に
進
行
中
で
あ

る
。そ

こ
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
卒
業
生
か
ら
体
験
や
意
見
を
う
か

が
う
た
め
、
一
九
九
四
年
末
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
姥
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
全
体
の
方
々
の
軌
跡
を
描
く
こ
と
を
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考
え
た
に
正
庶
に
守
口
え
ば
、
一
川
川
帥
化
の
す
す
む
中
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

が
時
間
の
流
れ
に
追
い
つ
か
ず
、
Hト
H

に
こ
の
よ
う
な
形
℃
七
悩
し

な
け
れ
ば
多
く
の
方
々
の
体
験
や
意
見
が
聞
け
な
く
な
っ
て
し
主
う

レ
」
い
う
限
り
が
め
っ
た
こ
と
ι

事
実
？
あ
る
，
そ
し
て
何
上
り

J
h
h
h

院
の
歴
史
を
哩
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
‘
光
郎
く
歴
史
的
存
夜
と
し
て

雌
認
し
、
刻
印
し
て
お
き
た
い
と
い
う
制
い
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
ん以

ド
は
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
川
市
に
し
た
が
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
十

す
め
る
。

な
お
‘
書
院
卒
業
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
‘
書
院
の
認
知
の

上
で
の
雌
川
崎
は
、
桃
山
川
の
受
験
校
誌
「
受
験
旬
報
」
（
同
文
社
）
に
上

る
ヶ
l

ス
の
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
J

そ
こ
で
旺
文
社
宮
探
勝
山
也
氏

山
御
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
中
1

時
の
－
受
験
旬
似
」
に
沼
介
さ
れ
た

書
院
の
記
事
を
本
文
の
聞
係
分
野
の
中
に
コ
ラ
ム
的
に
挿
入
さ
せ
て

い
た
だ
き
‘
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
連
動
す
る
仔
扶
を
多
少
し
」
む
促
付

け
ら
れ
る
よ
う
に

I
夫
し
た
「
受
験
旬
報
」
の
記
事
は
受
験
情
報

が
中
心
で
は
あ
る
が
、
川
時
に
そ
の
小
に
市
院
の
動
向
を
ポ
す
内
容

も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
‘
ア
ン
ケ
ー
ト
支
が
多
く
並
ぶ
た
め
、
こ

れ
ら
の
コ
ラ
ム
が
生
き
生
き
・
と
し
た
当
時
の
さ
院
の
炎
情
を
伝
え
て

く
れ
、
仲
れ
H
院
微
を
同
か
び
L

し
・
り
せ
て
く
れ
ら
で
あ
ろ
う
こ
と
ん
」
刷
っ

た
J

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
お
院
の

U

々
と
．
日

文
祉
の
官
滞
静
也
氏
に
は
厚
く
お
礼
巾
し
上
げ
た
い
。

b 

二
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
方
活

r.,n J唱え記：f:u 

γ
シ
ケ
l

ト
の
内
海
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
す
す
め
て
い
た
書

院
小
食
生
九
山
間
さ
・
取
り
の
経
験
を
ふ
去
え
て
比
定
し
た
、

そ
の
ド
七
山
内
山
廿
は
‘
入
学
に
間
す
る
事
項
、
書
院
で
の
学
業
や
生

活
に
間
す
る
が
刷
、
書
院
の
胞
誌
や
行
事
、
教
育
に
問
ず
る
事
．
刷
、

寸
芯
院
日
沖
」
山
、
出
院
生
気
質
に
問
す
る
事
川
‘
卒
業
後
の
・
札
業
で
の

山
中
凶E

の
か
か
わ
り
い
々
に
関
す
る
事
項
、
戦
後
の
就
業
と
中
固
と
の

か
か
わ
り
万
に
附
す
る
事
刷
、
枠
内
院
へ
の
日
比
ト
々
に
附
す
る
事
刷
、
ぉ

院
で
の
中
国
語
教
育
に
関
す
る
事
項
、
現
白
の
山
中
同
訴
と
の
か
か
わ

り
幻
に
附
す
る
事
明
、
「
大
旅
行
」
を
め
ぐ
る
市
儲
か
ら
コ
ー
ス
、
現

地
で
の
対
応
、
作
品
、
人
生
へ
の
影
響
に
ま
で
か
か
わ
る
事
項
、
本

総
後
の
兵
役
と
そ
れ
に
と
も
な
う
彬
響
に
間
十
る
ポ
哨
、
川
窓
の
先

哉
と
後
押
慨
に
間
す
る
事
項
、
人
生
の
山
中
で
の
占
院
と
の
か
か
わ
り
に

問
ナ
る
事
項
、
な
ど
で
‘
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
が
全
体
の
基
本

的
賀
川
崎
H

は
い
ハ
一Oを
邸
え
、
そ
の
仲
代
川
会
加
え
る
と
九
O
問
に
及

E
3
 ，

r
λ
3
い
‘
ア
ン
ケ
ー
ト
の
白
川
内
存
は
卒
業
年
次
に
上
っ
て
少

し
ず
つ
変
え
、
全
部
で
六
樋
顎
に
分
け
た

U

今
回
は
特
定
の
項
目
に

つ
い
て
は
一
郎
の
年
次
生
が
揃
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な

ア
ン
ケ
ー
ト
山
内
容
の
卒
業
年
次
に
よ
る
差
の
た
め
で
あ
る
に
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
な
る
べ
く
共
通
項
目
に
閉
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
巣

を
・
ボ
し
た
リ
そ
の
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
示

し
て
は
い
な
い
。
一
つ
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
が
、
筆
者
の
判
断
で

全
体
の
動
さ
と
は
直
後
か
か
わ
ら
な
い
部
分
は
割
愛
し
た
た
め
で
あ



本
文
山
中
で
記
述
に

る
ι

そ
れ
ら
の
一
郎
は
炎
に
は
不
さ
な
い
が
、

よ
っ
て
表
現
し
た
ケ
l

ス
も
あ
る
し

ア
ン
ケ
ー
ト
は
一
九
九
四
年
来
に
ど
健
紅
で
あ
る
方
々
の
す
べ
て

に
発
送
し
た

Q

そ
の
総
数
は
つ
問
＝
一
八
人
。
最
も
古
い
卒
業
生
は

一
二
期
生
の
お
一
一
人
で
あ
っ
た

t

寸
で
に
一
九
州
生
ま
で
と
二
一
則

生
は
一
C
人
を
切
っ
て
い
た
ロ
ま
た
二

C
刑
期
代
ま
で
は
そ
の
数
も
少

い
」
ま
た
外
国
人
お
よ
び
外
同
作
住
の
卒
業
生
の
す
べ
て
に
も
凶
際

蕊
使
で
送
付
し
た
。

そ
の
結
巣
の
附
符
凶
収
放
は
お
－
－

H
Kに
・
が
す
う

部
院
準
業
生
の
回
収
教
は
一
間
九
で
送
付
数
の
」
一
六
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
支
た
恐
院
大
学
と
同
専
門
郎
の
卒
業
生
同
収
教
は
・
一
三
九
で

送
付
数
の
二
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
ど
ほ
ぼ
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
の
比

字会いれめた。書院水業生とお・院大学、同市可川郎卒業生の問の回収不には大きな差はみられないc全体の回収数は三八八、同収不は二七－Orハ1セントになる4この数字は一舵的な郵送調査に比べるとやや多い穣皮である含ただ、九O問に及ぶ質問凶門教を巧雌すると‘まずまず
の制収比率ではないかと思われるそたお全員に筆苫の執奈

した『「幻」ではない取組制文軒両院とポ似川文書院大学』と

いうタイトルの小論が掲載されている小冊子『来高同文書院大学と愛知大治ぽ（第・サ、ベ叩出版）をアンケート用紙とともに同封したcこの冊子には書院卒業生の小林一夫氏（えNHK解紙委員て小崎日業氏（・冗ルーマニア特命全偉大使）、袋井卓三氏（元読売新聞社編集委員）の諸氏の書院を

間 送付数 l品Ji&数

12 ( 1912 年入学） :! 。

13 。 。

1ｷ1 。 。

15 。

16 。

17 2 
18 2 。

19 日

20 ( 1920 !J'. 入学） 10 2 

3 。

つ”勺“ 10 

2:l 17 

2ｷ1 20 2 
．・》”:: 15 ・・，>

26 ( 1926 、 U/U口元fド） 14 :l 

2司' 16 。‘・
28 23 2 

2リ 28 4 

30 (Iリ初年入学｝ 34 6 

31 21i 6 

32 (1932 、 113fn 7 年｝ 29 :>

3:l 26 4 

34 48 lfi 
35 48 13 

36 51 :H 

37 58 16 

38 ・ 39 63 28 

’l 、3十 55!) 149 

（出収比率） (26.7%) 

40 (1939 !f入学） 76 2,1 

41 101 32 

42 106 :n 
43 119 ．“l ＇.日7 

llO 3-1 

99 19 

不明

61 19 

88 30 
不l!Jl

68 15 

51 11 

’l、H 879 239 

（回収比率） (27.2%) 

合計 1,138 388 

（回収比率） (27.0'lも｝

期別アンケート送付数と回答数第 2表

ii( ，骨 Ii司文書院郡司E生f，軌跡 ii!•！王同文書従千百E ’t，、のアン今← l 副 tiからー7 



め
ぐ
る
論
考
も
出
向
載
さ
れ
て
お
打
、
同
党
H
に
中J
り
ド
H
院
当
時
の
学
業

や
生
活
を
卒
業
常
い
が
思
い
出
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
に
し
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
一U

い
ず
れ
に
ぜ
よ
、
問
山
介
し
て
い
た
ど
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
川
紙
に

は
、
通
り
一
遍
の
記
述
の
ヶ

l

ス
も
あ
っ
た
が
‘
中
に
は
川
紙
山
科

面
、
さ
ら
に
は
用
紙
を
付
け
足
し
て
気
持
を
吐
諒
さ
れ
る
形
で
衣
川
切

さ
れ
た
ケ
l

ス
も
多
く
、
筆
者
の
方
が
思
い
が
け
な
い
迫
力
に
圧
倒

さ
れ
つ
づ
げ
る
ヶ
1

ス
が
多
か
っ
た

J

こ
れ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
山
北
問
の
日
レ
一
ん
ど
がι
人
々
式
℃
‘
選
択

肢
に
よ
る
川
刊
行
の
設
問
は
わ
ず
か
に
す
ざ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
リ

そ
の
結
果
、
ぎ
っ
し
り
書
き
込
支
れ
た
例
答
を
ど
の
よ
う
に
処
即
一

す
る
か
は
新
し
い
課
題
に
な
っ
た
が
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
整
理

の
過
税
で
は
、
去
に
・
£
止
め
ろ
か
法
を
と
っ
た
た
め
‘
内
山
什
酬
は
か
々

凶
作
に
つ
い
て
は
キ
ー
ワ
ー
ド
に
集
約
寸
る
市
で
ま
と
め
る
こ
し
し
に

し
た

n

そ
の
た
め
、
そ
の
烈
烈
に
は
多
く
の
川
間
と
判
断
力
企
必
吹

と
し
た
。

な
お
、
回
答
の
中
で
、
さ
ら
に
綴
り
下
げ
た
内
等
を
も
っ
記
述
や

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
描
出
展
し
た
長
い
え
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の

内
山
け
を
さ
ら
に
彼
処
し
て
そ
の
ト
よH
が
生
か
せ
る
よ
う
別
制
件
、
切
応

し
た
く
考
え
て
い
る
、

ま
た
今
回
は
書
院
卒
業
生
の
時
期
別
の
対
応
や
考
え
を
系
出
に
災

現
す
る
た
め
、
紙
一
怖
の
問
題
も
あ
る
が
各
回
答
の
比
率
も
あ
え
て
炎

ポ
し
な
か
っ
た
。
全
体
の
中
で
の
数
字
の
大
き
さ
で
意
見
や
々
え
方

の
分
布
が
わ
か
る
レ
ベ
ル
に
山
め
た
し
た
が
っ
て
、
ク
ロ
ス
集
計

な
ど
に
よ
る
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
、
分
析
よ
り
は
、
出
院
卒
業
生

の
期
別
、
つ
ま
り
時
代
の
流
れ
の
中
で
の
怠
凡
や
考
え
方
の
変
化
や

バ
ラ
エ
テ
ィ
を
多
く
の
方
々
に
理
解
し
て
も
ら
う
べ
く
、
な
る
べ
く

生
山
形
に
近
い
し
ヘ
ル
で
支
と
め
、
一
が
す
こ

L

一
仁
心
が
は
た
た
め
で

あ
る

J

そ
の
た
め
、
本
文
中
の
解
一
み
も
な
る
べ
く
故
小
限
に
留
め

日
卜
‘
γ
ン
ツ

l

卜
紡
州
市
を
つ
な
ぐ
形
？
険
川
し
亡
い
く
が
、
そ

れ
ん
一
のγ
ン
ヶ
l

ト
山
川
県
日
統
計
的
に
は
全
休
止
し
亡
十
分
に
有
効

で
あ
ろ
が
、
何
答
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
全
体
の
約
四
分
の
一
に
あ

た
る
凹

O
O
人
出
の
方
々
の
結
果
で
あ
る
二
と
、
こ
の
よ
う
な
内
容

の
γ
ン
今

l

ト
に
対
し
て
附
傾
的
に
付
応
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
の

結
集
マ
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い

J

ト
主
・
た
凶
け
作
者
は
お
院
時

代
け
一
六
期
生
の
．
人
が
肢
も
十
日
い
卒
業
生
で
あ
り
、
一

O
朋
代
は

わ
ず
か
二
一
人
、
二O
期
代
は
一
九
人
で
、
多
く
は
三

C
朗
代
の
方
々

で
あ
る
こ
と
‘
な
ど
情
成
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
は
．

設
川
の
内
完
に
応
じ
て
期
別
の
区
分
合
巧
成
し
た
こ
と
む
付
記
し
て

み
イ
ノ
＼

同：..＆r.，主 J己－~＂記



三
、
富
院
へ
の
志
望
を
め
ぐ
っ
て

必
院
の
入
学
時
が
毎
年
の
八
月
か
ら
内
地
の
学
校
の
よ
う
に
四
月

入
学
へ
と
変
挺
さ
れ
た
の
は
一
九
一
一
一
年
（
大
正
一
O
年
）
に
入
学

す
る
・
二
期
生
以
降
の
こ
と
で
あ
る

r

そ
れ
は
凶
作
ヤ
か
ら
書
院
に
対

し
「
専
門
川
町r校
A
H」
が
適
用
さ
れ
、
在
学
期
間
も
そ
れ
ま
で
の
ご
一
午

間
か
ら
凹
年
間
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
e

こ
れ

に
よ
っ
て
お
院
は
内
地
の
同
協
の
学
校
在
終
合
性
を
も
ち
、
、
外
務

宵
の
所
管
と
な
っ
た
。
書
院
が
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
内
等
が
充
実

す
る
二
と
に
な
り
‘
書
院
時
代
の
円
州
知
期
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
一
五
年
に
完
成
し
た
新
キ
ャ
ン
バ
ス
は
そ
の
よ
う
な
書
院
発
燥

の
舞
台
に
も
な
っ
た
。

事
－
の
よ
う
な
お
院
の
わ
仔
似
合
入
学
生
迭
は
ど
の
よ
う
な
情
報
に

よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

J

第
三
表
は
書
院
の
情
報
源
に
つ
い
て
の
阿
符
で
あ
る
弓
問
答
行
の

則
別
は
七
区
分
し
た
。
大
き
く
は
一
二
九
閉
ま
で
の
お
院
時
代
と
問
。

期
以
降
の
書
院
大
学
時
代
に
区
分
し
、
さ
ら
に
書
院
時
代
は
三
三
期

ま
で
と
そ
れ
以
降
に
匹
分
、
う
ち
→

J
．
山
期
比
H
m終
学
年
に
校
舎
が
焼

け
て
急
拠
長
崎
の
仮
校
舎
へ
移
行
し
た
学
年
と
し
て
、
区
分
、
三
七

期
と
三
八
期
・
三
九
期
は
書
院
の
大
学
へ
の
界
絡
が
噂
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
で
あ
り
特
別
に
．
h
分
、
そ
の
結
果
、
：
一
．h
；
＝
・
u
ハ
則

も
区
分
さ
れ
た
。
四

O
期
は
お
院
大
学
時
代
の
第
一
期
生
で
あ
り
．

特
別
に
医
分
、
あ
と
四
六
期
は
太
平
洋
戦
争
の
激
化
の
中
の
進
学
も

よ
り
厳
し
い
状
況
下
の
学
年
で
、
結
果
的
に
日
本
内
地
で
合
凶
附
し
た

学
生
は
東
支
那
海
が
危
険
な
た
め
上
海
へ
渡
れ
ず
、
富
山
県
呉
羽
の

仮
校
舎
で
わ
ず
か
半
年
間
あ
ま
り
の
在
籍
で
中
断
さ
れ
る
こ
と
に

々
っ
た
’
』
と
で
区
一
分
し
た
。

同
去
に
よ
る
と
、
全
期
を
通
じ
て
最
も
多
い
の
は
先
輩
か
ら
の
情

報
、
つ
ま
り
進
学
希
望
者
は
当
時
の
中
学
校
や
商
業
学
校
（
今
と
は

旧
民
な
る
旧
制
五
年
制
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
書
院
へ
進
学
し
た

先
輩
か
ら
の
情
報
で
あ
る
9

こ
の
時
期
、
書
院
の
卒
業
生
は
夏
季
休

暇
に
は
内
地
へ
帰
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
さ
い
母
校
に
寄
り
、
時
に

叫
校
で
講
演
会
を
聞
い
て
中
国
の
実
情
と
書
院
で
の
学
業
や
生
活
を

伝
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
e

そ
ん
な
中
で
大
陸
と
書
院
に
胸
踊
ら
せ

て
先
殻
か
ら
の
情
報
に
耳
を
傾
け
た
芯
闘
行
が
多
か
っ
た
に
違
い
な

い
。
と
り
わ
け
、
書
院
は
内
地
で
は
な
く
、
中
国
に
あ
っ
た
こ
と

が
、
書
院
情
報
を
内
地
の
学
校
の
よ
う
に
入
手
し
に
く
い
状
況
が

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
先
荒
か
ら
の
生
情
報
は
口
コ
ミ
と
し
て
の
大
き

な
有
効
性
を
発
問
押
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
両
者
を
あ
わ

せ
る
と
八
六
人
が
先
輩
か
ら
の
生
情
報
に
よ
り
書
院
を
知
っ
た
と
し

て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
進
学
希
明
容
に
と
っ
て
先
輩
か
ら
の
情
報
と

先
輩
に
よ
る
議
演
が
書
院
を
よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。

例
え
ば
、
二
三
期
の
加
雌
府
夫
氏
は
、
長
野
県
諏
訪
中
学
時
代
に

問
中
学
の
先
輩
で
書
院
に
在
籍
し
て
い
た
坂
口
幸
雄
氏
（
一
二
期
）

が
虹
季
休
暇
中
に
問
中
学
会
訪
ね
、
生
徒
の
前
で
描
出
し
た
中
国
と

お
院
の
話
を
聞
い
て
書
院
へ
の
進
学
を
決
意
し
た
と
い
う
。
坂
口
氏

自
身
の
態
度
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
の
ち
に
『
大
旅
行
」
の

仙
川
、
解
散
後
に
卒
業
し
て
大
辿
に
就
職
し
て
い
た
反
日
氏
を
訪
ね
、

大
変
お
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
c

中
学
時
代
の
接
点
が
先
輩
後
輩
と

し
て
さ
院
時
代
、
さ
ら
に
卒
業
後
も
続
い
た
好
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
口
コ
ミ
は
教
師
や
父
兄
、
続
戚
な
ど
の
貌
朕
か
ら
の

情
報
の
多
い
ニ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
外
地
に
あ
っ

t草者•I・司 z;i;i;主.，；， i' ’Ecfi軌跡 唱t-l¥.I司u寺院＇「 ~1:--c'＞アン今← 1・剥 tiからー!) 



東亙同文書院を知った情報源（綾数回答）

11-1 'ff. 
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募集案内 .” ? 16 2:l 

県の公税i -, 4 
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荒尾崎を知って
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第3 表

(19%'1 ， γ ンヤート 1 り f1"1it1

〈
コ
－
フ
ム1
〉東

亙
同
文
書
院

（
）
恐
ら
く
変
則

h
Hい
な
い
で
あ
ろ
う
コ

－
刈
除
仲
間
人H
M
H
H
凡
そ
何
十
名
山
川
・
上
向
で
も
受
験
出
来
る
w怖
に
な
っ
た
－

人
此
間
凶
川
駅
以
の
市
川
恒
川
文
会
か
・
リ
出
酬
明
占
れ
る
の
で
本
伐
の
教

n

’
h
ト
、4
ふ
’h
a
L企品
川
叫
汚
水
－
h
f
」
J

JiJ

?|{

i’; 

｛
マ
毎
年
｜
今
月
卜
日
に
消
却
肌
仲
仕
の
ト
ヘ
然
が
汀
わ
れ
る
ヲ
山
町
板
神
社
は
日

品
川
川
川
口
同
研
究
州
4
t両
院
の
前
身
｝
の
d
u
v
n抗
M叱
氏
及
び
品
院
M
H八
仙
の
功

労
行
被
市
院
長
、
近
術
品
川
収
（
文
瓜
氏
の
ハ
人
れ
）
の
一
二
氏
の
外
他
界
さ
れ

た
畠
院
町
十
骨
誕
生
泌
氏
の
霊
を
犯
る
仲
村
で
あ
り
、
U
N
m院は
昨
年
唆
成
さ

れ
允
む
の
ご
め
る

τ
川
町
市
川
従
前
｝
（
へ
，
凶
限
切
台
市
）

三
九
一
一
一
六
｛
附l

二
1

月
上
旬
り

J

f

「
ん
土
阿
上
級
諸
学
校
動
向
覧
」
（
「
受
験
旬
報
－
よ
り
と

〈
コ
ラ
ム
2

〉東
霊
同
文
書
院

【
川
治
】m
m
散
は
二
切
で
あ
る
が
．
山
凶
阿
山
式
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な

い
昨
年
は
近
欣
文
と
拘
歌
で
わ
っ
た
の
が
、
今
年
は
近
在
文
・
こ
削
唯
一
代
文
に

々
二
、
い
る

n

こ
う
し
た
定
化
わ
る
出
凶
か
ム
鍛
十
し
一
．
本
代
が
泌
打
に
叩
仰
し

ご

7
v
、
ト

l
；
一
－v
h
L
十
る
ι
…
は
、
川
文
の
んt
M
m的
ぷ
長
に
あ
る
と
い
え
よ
う
守

山
町
っ
て4
m
mの
位
以
内
…d
u
－
－
二
に
な
く
て
は
な
・
つ
め
ゆMM
W
A
の
全
般
と
二
い
え
ば

ふ
t
H

に
広
J
、
問
え
る
が
・
匂
門
的
だ
研
究
で
は
な
く
、
守
一
岨
り
の
同
文
常
議

・ψ
町
役
で
L

い
の
ど
か
ら
‘
町
一
十H
・
近
伸
文
・
別
代
・1

・

M川
・1
3
に
H
っ
て
お
晴

美
を
つ

υ
七
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
き
内
み
に
昨
年
の
筋

J

聞
は
雌
洋
高
尚
の
文

か
ら
‘
今
作
は
万
丈
記
か
ら
伝
ら
れ
て
い
る
－
現
代
文
は
附
め
て
新
し
い
炎
現

u
r八
h
γ引
の
℃
・
ぷ
山
氏
叫
に
街
、
むι
7
4
・
吹
十
ろ
し
の
で
あ
る
こ
と
金
付
け
加
・1

v

、
乞
，
、

－m
文
－
M
必
に
比
し
て
変
化
の
な
い
一
貫
し
た
出
凶
で
あ
る
。
二
組
と
も
返

－H
川
町
ふ
れ
る
も
の
で
．
制
町
公
は
送
似
名
正
解
釈
f

あ
る
弓
内
定
は
教
訓
鎖
、
山
工m

r
μ
lご
た
れ
分
が
え
引
の
も
の
？
わ
・
つ
内
耐
し
て
次
に
．

4
し
た
も
の
に
上
っ

て
叱
阿
る
除
に
．
山
山
内
叫
は
た
体
釘
れ
々
し
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
錨
の
畠

ぬ
か
一
中
心
に
不
備
を
進
め
る
方
が
効
来
的
ご
あ
ろ
う
巴

山
川
山
仇
八
ん

1
I

（
附
十
一
v
，
v血
f
A
門
川
卜
）
品
叫
川
忠
U州
『M
l
・
－
｝
純
一
政
市A昭

〆－、、

z：九. -
［旦：正
純｛
,·~ PH 
マー＆，

f宜主
l』J .!. 
；集こ＝
出占
1'[j ，、

ll 傾し

明記
悦 V

.. -1. 
X 

験
{,) 

側

，上
り
、、，J
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〈
コ
ラ
ム
3
V猿

豆
同
文
寄
院

内
界
的
に
は
干
測
そ
れ
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
弘
和
一
一
切
・
初
日
公
一
凶
で
問

題
の
長
さ
な
ど
も
例
年
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
．
主
ず
本
年
度
あ
た
り
の
問
胞
が

斯
ん
な
も
の
か
と
思
え
ば
よ
い
。
山
山
山
岨
の
ト
刀
針
に
は
大
さ
な
変
化
は
ま
ず
な
い

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

η

諭
説
、
h判
事
、
防
策
と
s
d口
っ
た
多
回
開
多
慌
た
内
海

の
も
の
が
読
み
こ
な
さ
せ
る
力
を
縫
っ
て
白
く

w
pが
領
乏
し
い
－
さ
り
と
て
多

設
を
寸
ず
め
る
訳
で
は
勿
ぬ
な
い
舟
間
口
を
広
げ
ず
．
少
訟
の
良
書
を
叫
附
託
す

れ
ば
よ
ろ
し
い

F
m
脳
出
が
平
易
で
も
、
住
か
一
時
間
で
之
と
め
あ
げ
る
の
で
あ

る
か
ら
相
当
説
合
働
か
す
必
．
唆
が
あ
る
。

仰
向
央
は
且
取
も
広
い
ぬ
州
の
H

川
記
事
文
で
わ
る
が
．
巾
仇
し
て
熊
柑
は
な
注
文
は

し
て
い
な
い
竺
リ
ー
ダ
ー
径
二
一
の
英
泌
が
完
全
に
呂
き
こ
な
せ
れ
ば
よ
い
の
守

あ
る
一
甘
品
本
的
な
文
法
い
則
投
金
制
配
備
す
る
こ
と

a

か
川
川
上
り
大
切
で
あ
る
。
山
中
心

と
な
る
谷
行
持
そ
災
和
・

h刊
災
九
州

H州
政
ト
仁
淀
で
ナ
す
め
て
ゆ3

・

1附
債
な

ど
は
他
の
ん
向
か
ん
一
地R・7
t

・7
・M相
合
川
う
る
が
即
日
い
や
り
ね
で
あ
る
、

＼
九
三
八

A
m
十

J

｝
仁
川
上
旬
η
J

f

『
全
川l
級
学
俊
英
知
山
剛
山
似
向
火
山
岨
よ
り
」
交
験
旬
側
」
｝
』

〈
コ
ラ
ム
4

〉来
夏
同
文
書
院

合
、
改
正
さ
れ
る
点
な
し
空

二
－
本
院
は
支
都
事
変
の
為
、
昭
如
十
一
一
年
十
月
十
八
日
伝
記
臨
時
校
舎
に
於

て
開
校
せ
りc

長
時
叫
市
桜
馬
場
町
七
一
（
旧
師
範
学
抗
日
跡
）

下
九
三
八
（
昭
和
卜
一
一
一
｝
一
一
川
上
初
日
り

J

f

「
学
校
当
日
何
よ
り
ト
J

一
年
唯
受
験
生
三
二
受
験
旬
M
W」
上
り
て

〈
コ
ラ
ム
5
〉東

亙
同
文
書
院

－
－
試
問
・
市
は
一
本
；
試
問
什
H
は
六
人
山
で
、
所
安
時
聞
は
崎
町
泊
て
ハ
刀W
H
Hい

人
で
五
分
伎
で
あ
る
。

ニ
・
本
的
同
士
山
貨
の
剛
叫
山
を
主
に
尋
ね
る
。
そ
の
他
一
般
身

L

に
間
十
る
事
、
他

校
受
験
の
布
制
定
ザ
を
聞
くF

：
一
．
口
試
は
煎
御
さ
れ
て
い
る
。
態
度
人
物
を
上
く
斗
－
h
れ
る
位
・
真
耐

U

な

怒
度
と
絶
対
的
に
正
直
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

｛
一
九
三
八
｛
附
十
二
・
）
六
月
上
旬
号
令
交
験
旬
報
」
）
｝

〈
コ
ラ
ム
6

〉東
室
岡
文
書
院

一
．
胸
開
胸
陥
札
張
貸
住
内
臓
（
胸
郎
、
仙
刊
紙
、
心
獄
）

W
M
（
聡h
H．

t
m剛
』
）
目
（
恨
力
、
出
閉
山
山
｝

．
一
．
呼
吸
認
病
、
花
柳
病
．
色
行
（
経
肢
は
可
）

J

一
－n
三
月
二
十
一
日
｜
孟
二
一
月
一
二
十
H

（
受
験
地
毎
に
む
期
間
内
に
行
う
）

凶
．
体
織
部
門
も
山
川
県
費
生
、
公
費
生
等
は
受
験
地
に
よ
っ
て
相
違
し
一
定
し

ι

、

z

f

L

 

E士

m 
;f 

九
一
二
八
｛
昭
トJ
一
）
仁
月
中
旬
H
V
A一
受
験
旬
報
」
）
｝

た
お
院
の
情
報
は
鋭
に
と
っ
て
は
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
し
‘

次
炎
に
み
ら
れ
る
県
給
費
制
度
に
よ
る
授
業
料
・
学
費
の
安
さ
も
当

時
の
日
本
に
あ
っ
て
は
魅
力
的
で
あ
っ
た
の

そ
れ
に
対
し
て
、
受
験
総
誌
に
よ
る
情
報
が
第
一
一
位
を
占
め
る

が
、
問

O
期
以
降
の
書
院
大
学
時
代
に
入
る
と
受
験
雑
誌
情
報
が
第

一
位
を
占
め
る
。
受
験
雑
誌
の
名
は
『
受
験
旬
報
」
で
一
九
コ
一
二
年

（
昭
和
七
年
）
に
旺
文
社
か
ら
発
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
毎
月

上
旬
、
中
旬
、
下
旬
の
三
回
刊
行
さ
れ
る
週
刊
誌
タ
イ
プ
の
き
め
細

か
な
高
専
や
大
学
に
閲
す
る
受
験
情
報
誌
で
、
の
ち
に
受
験
雑
誌

「
蛍
雪
時
代
」
へ
と
発
展
す
る
の
尚
専
や
大
学
へ
の
受
験
生
が
噌
加

し
は
じ
め
た
こ
の
時
代
を
反
映
し
た
新
し
い
受
験
雑
誌
の
草
山
初
で

あ
っ
た
。

山Y
l附
の
お
院
の
入
試
情
報
を
コ
ラ
ム
の
ー
か
ら
9

に
示
し
た
の
こ

こ
で
は
書
院
時
代
の
股
後
に
あ
た
る
一
九
・
・
一
六
年
か
ら
大
学
界
怖
が

決
定
さ
れ
る
寸
前
の
一
九
一
九
九
年
一
月
上
旬
ま
で
の
内
容
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
コ
ラ
ム

1
1
6

ま
で
の
小
報
は
、
書
院
の
入
試
方
法

や
入
試
問
題
内
容
に
閲
す
る
情
報
で
、
コ
ラ
ム
ー
で
は
上
海
で
も
受

験
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
二
と
や
梢
亜
大
祭
の
予
定
ま
で
が
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
上
海
に
受
験
会
場
が
設
け
ら
れ
た
結
果
、
こ
の
あ
と
中

唱1,11(1.. J:U；院卒.~生へ山アシケート E官官刀川．一11 J主張問主 .YFc,;,; Vi’l J，軌跡



国
保
住
の
日
本
人
子
弟
の
受
験
生
が
ふ
え
‘
入
学
者
の
中
に
依
ら
が

確
実
に
ふ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
一
」
ま
た
．
コ
ラ
ム
2

と

3

は
出
題
の

傾
向
と
対
束
、
コ
ラ
ム
4

で
は
上
海
で
の
日
中
間
の
戦
争
に
よ
り
、

仮
校
舎
を
長
崎
の
旧
女
，
I

師
範
校
舎
に
設
け
た
こ
と
を
舎
げ
て
い

る
“
こ
の
あ
と
上
泌
の
本
終
的
な
徐
山
本
椛
の
校
舎
は
兵
火
で
焼
失
す

る
G

コ
ラ
ム
5

は
而
挫
の
状
況
、
コ
ラ
ム
6

は
身
体
検
紅
山
状
況
を

示
し
て
お
り
、
中
J

時
の
を
・
以
内
容
レL此
験
ゎ
刀
法
が
う
か
が
わ
れ
る

〈
コ
ラ
ム
7
V同

文
書
院
県
賓
室
に
敗
れ
て

ム
泌
の
品
川l

m瓦
戦
の
全
線
に
割
椛
た
る
んm，
恨
の
削
山
川
が
管
さ
織
り
て
、
今
や
H
M十
乃
の
戦
上
は

怜
か
な
休
策
叫
叫
に
入
り
主
し
た

昭
拘
十
－
一
年
度
の
ん
士
山
内
（
日
立
－

u
同
等
専
門
学
的
伐
の
入
学
試
験
も
剣
く
れ
f

を
告
げ
と

し
た
が
、
今
凶
・
引
払
は
不
…
内
の
身
も
一
副
み
ず
、
什
取
県
の
同
文
書
院
凶

m
w
J
r千
K
m
試

験
を
受
け
て
、
不
か
に
も
・
般
地
・
」
主
，
吊
れ
た
玄
溺
の
勇
上
古
）
で
あHE
十

定
H
H三
も
に
何
と
忠
則
行
正
十
仇
余
り
で
し
た
。
他
府
県
で
も
た
休
北
山
川
刊
・
ハ
償

M
K
3？
L
i

う
品
川
一
し
恐
・
れ
・
つ
必
涯
は
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
M
叫
れ
れ
が
ち
f

，V

パ

c

、
け

3

b
r
’
M・
4
ん
・6
一【

川
刊
仰
に
抗
て
】

現
代
文
・
問
、
十
H
文
問
で
き

t

た
る
附
鍛
々
’
h
の
で
は
な
か
勺
九
二
そ
川
J
J寸

【
波
文
に
枕
て
】

二
聞
で
・
川
は
ふ
血
了
か
ら
的
て
M
bり
t

し
た
、
世
向
院U山
積μ
Hは
、

r
f
A
J
aや
み

叫
聞
か
』
謝
ベ
て
附
く
べ
き
で
L

ょ
う
。
作
文
は
「
利
」
L
L
→
円
・
7

胞
で
イ
S

ヴ
ト
戸
別P
、

ら
っ
た
が
．
さ
す
が
は
版
文
”
で
き
た
え
た
紛
紋
あ
っ
さ
り

R
j
h

が
．
わ
っ

4
4円

不
合
格
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
弘
の
－

r
m虫
、
は
‘
渦
州
支
郎
に
就
て
で
口
々
か
人
一
〉

か
？
と
思
っ
て
居
ま
し
た
が
．
意
外
な
悩

H

で
ひ
ど
く
凶
り
ま
し
た
、

【
英
治
】

災
訓
に
於
て
は
ね
釈
で
・
r
A郎
の
一
－
印
刷
M
・
人
け
に
関
寸
る
問
題
が
山
山
た
従
に
支

w
mに
関
し
た
的
事
英
文
守
に
U
Aを
く
ば
っ
て
償
く
市
下
が
特
に
必
恒
一

【
数
学
】

放
学
は
じ
聞
で
内
向
跡
的
一
一
題
、
滝
川
円
二
制
・
代
品

M・

p
・

M岨
で
化
か
な
か
出
時
間
が
あ
町

ま
し
た
。

n

州
試
問
は
県
川
悦
川
一

a
rか
ら
聞
か
れ
主
し
た
。
書
院
の
所
住
地
、
内
定
、a小
官
民
生
の

そ
れ
に
対
し
て
‘
コ
ラ
ム
7

は
お
院
受
験
の
失
敗
記
だ
が
‘
内
容

を
み
る
と
こ
れ
は
各
県
で
行
な
わ
れ
て
い
た
県
給
費
生
試
験
の
受
験

記
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
c

こ
れ
に
上
り
、
こ
の
時
間
の
県
が
実
値

し
た
試
験
の
隙
千
が
わ
か
る
。
こ
の
県
の
喝
合
、
三
名
の
募
集
に
五

一
心
余
名
が
志
願
し
‘
制
当
の
激
戦
で
あ
る
ど
と
も
に
、
こ
の
書
院
へ

の
給
貨
や
試
験
が
か
な
り
の
人
気
で
あ
っ
た
ニ
と
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
こ
の
以
で
は
学
貨
の
全
制
給
付
で
な
く
‘
年
六
の
一
川
の
負
担
が

''" :t .!}f;,主tι合娘 12

州
岬
川
明
光
．
・
一
ふ
山
貼
の
中
山
刷
、
十
え

W仰
に
対
十
る
山
他AHに
枕
て
削
か
れ
よ
し
た
、
仙
叫
に
支
部

問
問
に
間
寸
る
新
聞
の
社
必
等
に
は
特
に
向
川
島
田
｝
ナ
ベ
さ
で
す
バ

体
検
は
品
川
く
品
川
併
で
す
が
．
内
股
だ
け
は
叶
拝
借
に
敵
絡
で
す

υ

閃
に
本
川
町
卒
中
ぃ
印
刷
学

生
卜
二
人
山
中
断
で
削
れ
た8
が
四
人
七
回
る
そ
う
で
寸
。
内
臓
の
思
い
も
の
が
合
格

す
る
が
は
．
給
ん
ど
ド
呼
能
E

－d
つ
で
も
過
－r
uで
は
あ
る
主
い
充
分
体
を
練
っ
て

附
く
事
が
必
唆
で
し
ょ
う

P

次
に
先
拍
車
のJ
H令
書
い
て
H
比
ま
ナ
－

山
－
仙
川
文
れ
同
院
は
囚
際
郎
市
上
市
に
あ
り
、
内
側
は
削
川
で
取
り
土
か
れ
‘
仏
削

m

m仲
川
1

ぐ
ほ
ノ
、
に
わ
り
一
此
処
に
品
川
制
を
絞
り
・
例
年
のV
Hル
仲
間
を
込
る
事
は
決
し

て
無
駄
ぐ
日
々
ぃ
“
女
川
に
兇
竹
的

h
t
h
A
杭
付
が
寸
る
・
卜
附
と
も
た
れ
ば
、
必
院
ル
ー

以
内H
品
川
小
仁A
1込
ん
で
．
山
崎W仙
上
山
崎
も
何
か
し
」
尚
び
削
る
波
は
仰
何
に
も
大
時
的
で

わ
，
勺
北
川
町
は
県
人
を
訪
問
し
仙
叫
叩
怖
を
思
い
．
北
は
支
肌
の
川
吋
状
’

V
J必
旬
、
北
川
町
は

た
山
川
に
は
阿
川
し
ご
行
〈
必
院
小
ι

の
変
は
上
必
仇
物
で
も
あ
り
、
K
A飢
夫
人
・
ミ
ス
上

ι川
守
山
メ
ソ
チ
ザ
・
シ
の
愉
仰
の
的
で
も
あ
る
何
と
お
院
生
は
事M
Mな
事
よ
、

大
仰
に
間
判
明
引
を
抱
〈
‘
日
本
切
子
の
絶
川
町
の
w
m航
仙
川
で
は
此
処
合
於
て
他
に
あ
る

だ
ん
・
づ
かd

十
仲
主
白
院
に
は
文
郎
人
A
f
ι
r
！
？
し
少
し
は
射
る
そ
う
で
．
市
大
地
に
支
部
請
も

相
秘
が
川
来
る
が
．
え
都
市
山
綬
定
の
俄
凶
m
h川
市P
に
は
新
人
生
の
度
胞
を
銭
く
そ
う

だ
供
と
七
な
れ
．
は
、
紅
袋
し
た
た
る
郊
外
に
散
広
に
山
山
か
け
、
殺
が
世
の
存
を
議

歌
す
る
市
干
の
出
来
る
の
も
議
院
生
の
符
俗
で
あ
る
－
ミ
ス
上
海
の
顔
を
お
が
む
だ
け

で
も
州

v
j
h山
代
物
た
の
に
、
t
L

て
恋
も
さ
さ
や
け
る
の
だ
か
ら
。

何
と
お
院
生
は
本
M
mな
事
よ
次
に
本
県
の
怠
倣
払
口
規
定
は
て
十
r
l歳
ま
で
の
男

子
で
あ
り
ま
寸
。
入
学
し
て
年
に
六
十
円
全
納
す
れ
ば
よ
い
で
す
。
或
る
川
削
の
知
さ

は
全
然
給
貨
の
所

4
hわ
り
、
貸
授
の
品
川
も
あ
り
ま
すd

市
市
作
全
日
給
し
て
大
い
に
や

り
ま
し
ょ
う
ゆ

（
一
九
二
一
仁
A
m
h刊
卜
て
）
阿
川
中
旬
丹
（
『
受
験
旬
鰍
』
）
）



〈
コ
ラ
ム
8
v

前
町
仙
地
盤
吸
不
l

九
州
開

受
験
州
政
部

川
十
日
札
前
町
佐
川
町
仙
川
山
け
（
川
町
）

受
敏
界
ニ
ュ
ー
ス

H
U
L
l

－
．
ド
’

4

H

f

f

F

 

【
お
防
い
】

（
｝
忠
則
m
E
は
、
必
ず
れ
白
山
ふ
鮪
口
H
よ
り
心
的
詐
合
取
り
寄
せ
て

h
w柏
町
訟
見

下
さ
い
川

（
二
）
各
佼
の
内
円
。
の
－J
紙
、
従
来
の
訪
問
争
ギ
守
は
昨
年
弊
社
か
ら
進
口
主
い
た

し
ま
し
た
『
人
以
下
鑑
』
を
仰
歩
附
＼
ト
さ
い
一

（
J

的
不
附
．
の
点
目
い
‘
伯
仲
怯
作
伐
の
齢
制
店
刊
況
な
り

v
i制
決
却
化
り
べ
仰
問
へ
H

u
F
b
d
い

東
憂
同
文
書
院
（
H
L
a
r
｛
州
白
地
｜
山
中
市
民
間l
ぬ
徐
山i
m
釘
品
川
山
削
指
“
り
）

山
川
品H
q

一
．
募
集
’
人H
H
約
百
1

名

一
、
川
飯
山
町
拍
市
中
等
学
校
卒
業
料
度

一
・
出
願
期
限
臼
二
月
一

u
H
h
t
三
μ
a
石
川
中
一
二
ハ
正
叫
耕
地
術
定

本
部
先
山
脈
ノ
事

下
校
高
知
入
学
助
お
及
同
刊
附
持
－

m
－H
～
・3
U
H長
／
説
明
書
・
身
体
験
山
川

火
・
u
f
J
α・
品
開
定
料
金h
刊

‘
試
験
科
目
敏
八
f
A
代
政
・
川
十
一
向
山
岨
何
て
ぷ
ハ
九
州
‘
判
決
文
（
一
物

t
k
w東
山f
杭M

A小
業
行
ハ
政
学
／
代
リ
一
－
肉
夜
間
同
術
品
川
市
字
、
盟
問
ぷ
一
一
枕
・
プ
試
験
ヲ
行
ウ
）

－
試
験
地
及
試
験
期
日

－E

「
－
→
．
月
二
一
－

H

（
月
）

出
岬
｛
上
海
市

m．
金M
Z
古
川
見

－

r
F
一
川
二
一
二
日
（
火
）
，
I

d
l

「
一
－
一
月
号
ゴ
一
日
（

H
川
｝

｛

d

品
川
似
山
神
崎
辺
通
h
ハ
l
l

一
加
附
川m～
v
h
M書
館

‘
｛
い
；
一
日
（
火
、

〔
E

「J
一
月
七
日

A上
｝
京
総
市
山
中
・
沢
民
九
九
必
川l
d
v

1
f

戸
川
て
八

H
A
U

）
・
以
郎
陶
工
公
議
・
川

i
；
、
『
一
二
月
三
十
日
（
火
）

－
’

K
廿
阜
、
町
大
命
・
向
等
浦
業

M
f佼

見
｝
戸
間
で
二
れ
｛
水
）

‘
参
考
事
項

入
学
鋭
争
中

h
ハ
・
問
h
ハ
（
十
一
年
度
｝

入
学
省
得
点
｛.. 

一
百
点
渦
山
…
中
）

伯
尚
一
一
仁

O
山
…

N
m
M尚一
八
日
一
点

人
予
沼
ゆ
T
m別
｛
内u
費
以
外
ヲ
モ
合
ム
｝

（
中
h
r
v九
六
（
品
間
半
）

e

阿
（

H
片
／
仙
肌
）
一

ヘ
リ
総
事
引
段
尚
年
船
二
十
一
一
．
綴
川
流
給
ぶ
百
%

（
一
九
三
七
｛
昭
十
一
－
）
J

一
月
上
旬
n
V
A「
受
駁
旬
報
」
）
）

あ
っ
た
こ
と
、
身
体
検
査
は
か
な
り
厳
絡
に
行
な
わ
れ
た
二
と
な
ど

も
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
受
験
生
も
先
殻
か
ら
書
院
の
情
報
を
得
、

書
院
生
ω
上
海
で
の
生
活
に
慣
れ
、
大
限
へ
の
雄
飛
を
願
っ
て
い
る

数
い
気
持
が
そ
の
受
験
動
機
で
あ
る

J

コ
ラ
ム
8

は
コ
ラ
ム
7

の
一m
m給
費
生
で
な
く
、
途
中
か
ら
設
け
ら

れ
た
私
費
生
用
の
募
集
要
現
で
あ
る
じ
募
集
人
員
は
約
五

O
人
で
、

参
考
事
項
に
示
さ
れ
た
前
年
度
の
入
学
院
引
合
計
一
一
一
名
の
四
五

ハ
1

セ
ン
ト
分
の
人
牧
が
・
」
の
時
期
の
な
費
生
川
の
移
民
怜
に
た
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
む

コ
ラ
ム
9

も
同
様
に
弘
費
生
用
の
尚
子
生
募
集
を
伝
え
る
も
の
。
こ

の
中
で
第
二
芯
望
の
学
生
で
成
績
優
秀
寄
に
対
し
て
は
無
試
験
の
選

考
機
会
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
時
に
も
試
験
を
受
験
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
と
い
う
方
法
が
示
さ
れ
て
お
り
‘
必
院

が
引
払
費
生
に
つ
い
て
む
全
川
か
ら
僑
秀
な
学
生
を
集
め
よ
う
と
し
た

こ
と
、
ま
た
昭
如
一
三
年
度
に
は
鈍
争
率
が
九
倍
と
い
う
難
問
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

c

ま
た
こ
の
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
年
）

一
月
の
コ
ラ
ム
で
は
、
こ
の
時
期
に
書
院
が
商
科
大
学
へ
非
絡
す
る

可
能
性
会
示
唆
し
、
口
作
絡
が
お
め
ら
れ
れ
ば
一
一
年
間
の
予
科
と
三
年

間
の
学
部
、
計
五
作
間
の
修
業
午
数
が
必
要
に
な
り
、
従
来
四
年
制

の
専
門
学
校
時
代
に
比
べ
て
さ
ら
に
一
年
間
勉
一
段
に
な
る
こ
と
に
つ

い
て
も
知
ら
せ
て
い
る
Q

実
際
、
こ
の
年
の
入
学
生
は
大
学
へ
の
昇

絡
に
と
も
な
い
子
科
生
’
と
し
て
入
学
し
た
。

一
向
び
本
引
火
へ
話
在
民
そ
う
の

以
上
の
よ
う
な
δ

求
ざ
ま
な
応
院
附
械
の
中
で
、
入
学
志
願
者
は

書
院
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
表
は
そ
の
点
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
内
容
の
回
答
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
e

13 'l(q長刊文書院引1' ’iJ，軌跡 llJ'.,!FI・4 士；；；·；之本実：ι～Jげシケート詞査がらー
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コ
ラ
ム
9
V束

憂
同
文
書
院

｛
所
’v牝
地
l

小
鼓
民
間
上
命
…
m
絡
別
配
｝

α
一
入
学
資
栴

中
州
一
r
校
卒
業
v
n及
川
氏
仙
川v
E
一
／
干γ
ト
ヘ
．
d

じ
札
中
間
リ
以
降
ノ
山
1
v
n

②
入
学
者
ノ
道
政

白
川
県
費
生
及
公
債
生
ハ
ヤ
什
民
選
依
則
的Hマ
設
ク
ル
品
以
上
心
願
帆
白
ハ
泊
費
ヲ
受
ヶ
ン
ト

ス
ル
山
川
県
又
ハ
訂
作
央
／
川
川
川
一
一
ツ
キ
水
へ
け
ス
ー
川
シ
白
州
阿
生
ハ
ト
九
ノ
逝
仲
間
十

H
A山
一
一
刀

l
v
 て

無
試
験
検
定
本
院
入
学
守
第
一
士
山
噌
ト
ス
ル
棋
士
一
シ
テ
介
化
学
中
各
学
年
比

品
川
第
お
ふγ数
ノ
ト
分
／
一
以
内
ノ
成
総
助
次
一
一
ア
リ
タ
ル
号
／
川
悦
…
試
験
仲
間
－

M

ヲ
出
制
Z

ル
市
計
ヲ
川
川
、
断
書
ハ
吋
訟
九
千
村

H，K
ヲ
終
山
シ
民
学
校
長
／
M刊
胡
円
高
ヲ

添
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
褒
ス
、
仰
一
シ
口
州
試
問
及
－
H
ル
作
品mI
Hヲ
行
ウ

無
試
験
検
定
川
州
都
円
ニ
シ
チ
鈴
術
ノ
ぷ
叩
芝
川
伸
附
セ
ザ
リ
シ
叫
へ
H
試
験
伯
仲
心
止
ヲ
受

ケ
ン
ト
ス
ル
行
ハ
、
町
内
人
午
願
書
中
「
険
・
一
札
ノ
日
聞
紙
」
ノ
側
中
二
『
照
試
験
又

ハ
試
験
』
ト
明
－T小
ス
ベ
シ

、
試
験
昨
閉
山
必
敏
乃r
（
代
数
叫
川
市
ト
ド
山
幾
何
｝
．

H
央
叫
剛
、
同
抽
出
文
ニ
ツ
キ
試
料
相
ヲ
一
行

ウ
‘
仰
シ
・
帥
廷
内
・
2
U
M本
w
E
v
hハ
代
滋
及
川
T
而
後
例
ノ
代
リ
一
一
間
業
総
品
問
、
必
間
業

簿
記
三
付
受
験
ス
ル
寸
ト
ヲ
得

一
、
以
験
期
日
山
川
県
費
生
及
公
資
生
ハ
句
作
道
府
県
及
ψ
1路
川
休
ノ
定
ム
ル
期
日

｛
概
ネ
ー
η

ヨ
リ
．
←
川
初
旬
）
日
一
之
ヲ
’
什
ウ
内
貸
住
ハ
J

一
川
中
二
引
い
以
‘
し
川
郎
‘

M
m岡
及
上
海
ニ
於
テ
行
ウ
什
時
期
日
及
局
所
ハ
初
年
一
月
中
之
可
’

U出
資
ス

③
凶
願
期
限

録
…
試
験
仲
間
定
ハ
一
一
月
一

H

ヨ
リ
．
川
今
一
i
n

必

試
験
倹
定
ハ
二
月
一
H

ヨ
リ
一
け
．

K
U
7
一7

③
出
願
書
紛

そ
れ
に
よ
る
と
、
最
も
多
い
の
は
中
国
で
活
躍
し
て
い
る
書
院
の

イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
に
『
同
際
性
」
、
「
H

中
続
出
口
」
や
「
中
川

研
究
」
、
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
加
え
る
と
、
全
体

の
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
山
中
国
で
の
凶
際
的
で
中
国
研
究
に
打
ち
込
ん

で
い
る
学
校
（
大
学
）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
、
四

C
m
m以
降
の

書
院
大
学
時
代
に
は
大
学
界
絡
も
あ
っ
て
か
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
』
な

イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
た
回
答
が
つ
づ
い
て
い
る

e

ま
た
、
「
よ
い
学

〔f

）
人
ゆ
r

刷
M
U
叫
制
限
“z
n

（
U

）
以
内
1
3
牧
民
／
が
明
書

（
ハ
｝
身
体
愉
従
長

A
f
v
v
p山
H

A中
小
）
一
純
山
止

H什
人r
h

刊

法
府
山
本
郎
三
対
ス
ル
照
会
、
入
学
制
お
、
付
則

b
r
M
W
此
他
ヲ
上
海
ニ
ぷ
付
ス
ル
モ

ノ
ア
応
そ
れ
ハ
必
ズ
取
点
本
畑
山
｛
市
常
・
川
山
市
仙
叩
町
ほ
し

m
－F

問
－
－I
H

収
側
同
文

九
ム
）
川
知
ト
ー
へ
シ

ふ
徴
兵
問
係

本
院
ら
子
生
ハ
晶
凶
民
A
Hエ
ヨ
ヲ
品
川
集
ヲ
世
間
子
ピ
－

7
d
市

内
J
H
C

市
川
川m
M
丈
お
院
ハ
従
米
間
ヶ
年
／
山
吋
門
学
校
A
H
F一
ヨ
レ
ル
号
ノ
ナ
ル
処
之
ヲ
附
’
刊

十
間
信
仲
間
月
以
降
ハ
改
メ
テ
大
学A
H
Z依
ル
商
科
大
学
ニ
句
協
セ
シ
ム
ル
為
メ
口

ド
必
1川
山
中
州
州
中
三
付
之
ガ
実
現
／
闘
で
一
ハ
中
学
本

t
R
Xハ
之
ト
川
等
／
資
総
ヲ
釘

ス
ル
そ
ノ
ソ
人
午
セ
シ
ム
ベ
キ
チ
科

a

一
今
年
、
学
部
：
一
b
r
仔
計
十
札
ヶ
年
・
ヲ
修
業
年

限
ト
ス
ル
則
自
門
ト
八
学
ト
ナ
リ
民
学
資
金
ハ
従
来
ト
凶
作
開
年
額
六
百
六
十
円
ニ
シ
テ

い
同
年
々
制
ニ
ハ
定
史
ナ
キ
そ
従
来
ノ
凶
ヶ
年
制
ニ
比
シ
也
ヶ
年
延
長
ノ
結
果
夫
レ

グ
ケ
附
川
品
川
ヲ
山
市
ス

符
シ
右
H
H凶
附
必J叶
ガ
附
品
刊
十
四
年
四
月
新
学
年
迄
二
川
川
三
合
ハ
ザ
ル
場
合
エ
ハ
従

来
ノ
通
リ
例
年
制
／
市
守
門
学
佼
令
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ト
Z

’h

竺
付
ド
年
月
山
、
一
一
入
学
芯
倣
行
心
的
ヲ
治
水
ス
ぺ
シ

J
6
i
L
1
 

開
d
l
竜
子
伽
’
ι
4
4，吋4．

入
手
間
叫
争
率
｛
十
一
一
一
年
度
）

’

U断
行
政
受
験
行
総
合
同
附
符
敏
問
問
争
中

ヘ
問
・
ハ
．

h

一
仁

O

九
・
J
一

一
九
二
一
九
｛
昭
十
四
年
）
一
月
上
旬
号
｛
「
受
験
旬
組
問
」
）
） 1・司王将P: ：三ニ了知 H 

陪
－
、
「
凶
特
色
な
学
校
」
、
「
ロ
マ
ン
」
を
感
じ
る
学
校
、
「
自
由
と
開
放

伐
」
や
「
魅
力
」
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
会
合
わ
せ
る
と
三
八

ハ
1

セ
ン
ト
に
達
し
‘
最
も
多
く
な
る
。
こ
れ
も
前
述
の
中
国
で
活

躍
す
る
学
校
の
イ
メ
ー
ジ
と
関
係
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
外
地

中
日
間
で
の
び
の
び
と
研
究
す
る
学
校
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
‘
そ

れ
が
受
験
生
の
心
も
つ
か
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
T
A表
は
お
院
志
願
の
志
願
順
位
に
関
す
る
回
答
と
相
続
兄
弟
に
書



第 4表 入学時に抱いた書院のイメージ

期 35 
37 

内 't:ヂ』:tヲ・ 38 ノ＇＂泳u三ι, ~ 33 :M :16 
39 

.IQ 41 42 ,13 -1-1 46 

海外（中国）で活雌 8 2 3 2 8 6 2 3 40 

よ い学校 2 η 6 ') 3 6 ‘.>. 28 

異色なマ：校 2 5 ’J 16 
ロ マ ン 3 ワ- ’予 4 3 26 

自由、 l湖級住 2 制つ 2 4 ・ワ. 18 
魅 カ 2 5 ‘・4> 15 
国 策 性 ”ヲ -, 日

国 際 性 3 ー.> 15 
日 中怒t 径 2 ・2 3 2 12 
中凶研究校 4 。・a 9 
アカデミック 2 ・』> -” , 2 II 
モ ダ ン :. j’ 0 

入学してよかった ‘, 0 JO 
県費＇I:の学校 勺” ロ

貌 し e存

創設者の J志 2 
ビジネススクール ・．>

Z、, σ〉 ｛也 2 6 
とくにな L 、 4 2 ::, 8 2 。・a 3 45 

合計 43 14 20 33 22 2日 23 17 :16 :15 14 283 

(1995 年アンケートより /1,Ji\:)

第 5 表 書院への志望順位と親兄蕗の書院への入学卒業者

ltJI 35 
37 44 45 46 

内 'ff. ~:!3 34 36 
38 

40 41 42 43 予科i専門 'f'科j1専門
£、a、 3”ιI 

39 F料：専門

人

書 第 aオじコ＂ ー担 32 10 ;14 27 18 26 ?5 13 2!J l 13 15 18 11 6 277 

院
費者 2 ，で5 望 8 9 II 4 5 日 8 3 同 81 ，、、

(T) 
会社などからの派遣 2 3 9 aオ仏＝、

望 不 l珂 2 3 12 

傾｛立 .. 

f,、、 ll.’ 41 15 ｷ17 38 24 :H 33 22 3•1 i 19 l!J ! :10 15 i 11 349 

院害生事 b 、 る 5 。 3 ・・〉. 4 3 zl 3 31 

L 、 な L 、 :18 15 ｷ15 33 23 :!O 28 19 31 13 l!l: 24 13 8 338 , .. 
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院
生
な
い
し
ん
や
食
生
が
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
何
件
で
わ
，
勺

主
ず
志
明
日
順
位
を
み
，
っ
と
、
約
八
訓
が
お
院
を
第
一
本
引
い
と
し
て
入

学
し
た
こ
と
が
わ
か
る
わ
コ
ラ
ム
か
ら
も
わ
か
る
上
う
に
か
な
り
ぷ

倍
率
の
厳
し
い
競
争
に
打
ち
勝
っ
て
強
く
志
望
し
た
夢
を
実
視
し
て

入
学
し
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
う
書
院
会
第
一
志
唱
と
し
な
かη

た
ケ
ー
ス
は
書
院
時
代
で
は
点
以
湖
ト
へ
や
仲
ド
出
簡
な
ど
尚
・
附
系
そ

旧
制
高
校
、
尚
師
な
ど
で
や
は
り
一
前
向
系
が
第
一
志
望
で
あ
っ
た
こ

と
、
作
品
円
院
大
学
時
代
に
は
旧
制
高
校
系
が
多
く
、
そ
れ
に
頃
関
係
の

学
校
が
み
ら
れ
る
ο

長
丘
、
→
八
間
生
か
ら
は
会
仕
や
外
務
省
か
ら

お
院
へ
の
派
遣
制
喧
が
必
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
‘
志
引
い
順
位
に
か

か
わ
り
な
く
入
学
し
た
ケ
｜
ス
も
カ
ウ
ン
ト
し
た
＠
満
鉄
や
新
聞
社

か
ら
の
派
遣
生
も
み
ら
れ
、
入
学
主
は
多
彩
化
し
て
い
る
。

な
お
、
身
内
に
書
院
関
係
者
が
い
る
場
合
の
書
院
へ
の
占
的
果
音
が

u
h
比
つ
の
も
そ
の
特
徴
で
あ
ろ
し
げ
同
U
Kに
上
れ
ば
、
入
学
行
の
約
．

剖
が
そ
の
よ
う
な
問
係
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
前
掲
第
三
災
に
お
け

る
肉
親
か
ら
の
書
院
へ
の
推
商
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ

い
。
そ
れ
だ
け
書
院
が
入
学
行
に
上
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う

ニ
と
に
な
る
。

第
六
表
は
最
終
的
に
お
院
へ
入
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
動
地
に
つ

い
て
の
田
容
内
谷
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
主
体

の
四
割
の
回
容
者
が
中
凶
で
の
乍
活
や
活
仰
慨
を
夢
見
て
入
学
し
た
こ

と
‘
次
い
で
二
制
げ
山
中
貨
の
山
ぽ
く
な
る
各
県
の
給
資
制
度
の
メ
リ
ソ

ト
を
め
ざ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
“
そ
の
他
に
中
国
と
の
か
か
わ
り
を

＼
示
す
理
由
分
を
含
め
る
と
、
中
国
に
活
捕
の
州
場
を
求
め
る
動
織
は
五

割
を
越
え
、
書
院
が
中
国
に
あ
っ
た
こ
と
自
体
が
多
く
の
志
願
去
を

引
き
つ
け
た
般
大
の
剛
山
山
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
ο

そ
ん
な

小
、
中
凪
で
生
活
す
る
日
本
人
が
ふ
え
、
ま
た
入
試
会
場
が
上
海
に

東亙同文書院へ入学した理由（一部に綾数回答含む）
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設
け
ら
れ
た
ニ
と
か
ら
、
書
院
大
山
子
時
代
に
人
る
と
、
中
川
作
伎
の

日
本
人
の
入
学
者
が
ふ
え
た
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
の
他
で
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
お
院
へ
入
学
し
た
身
内
が
い
る
ケ
ー
ス
は
一
つ
の
特
徴

を
示
し
、
ま
た
さ
院
へ
入
学
し
た
先
輩
に
よ
る
学
校
で
の
講
泌
が
よ

り
凶
伎
の
士
心
情
削
除
に
な
っ
て
甘
両
院
そ
の
も
の
へ
強
い
間
れ
か
一
も
っ

て
入
学
し
た
ケ
i

ス
な
ど
書
院
フ
ァ
ン
が
受
験
生
の
中
に
形

A比
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
う

第
一
図
と
第
二
図
は
、
こ
う
し
て
寺
院
へ
入
学
を
決
定
し
た
回
答

行
の
出
身
学
校
の
所
住
地
を
分
布
凶
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
第
一
図
は
お
院
時
代
の
出
身
学
校
を
‘
第
二
凶
は
書
院
大

学
と
同
市
守
川
郎
時
代
の
出
身
学
校
の
分
布
同
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
も

の
で
あ
る
ぞ

両
国
を
比
較
す
る
と
分
布
傾
向
に
か
な
り
の
遣
い
が
認
め
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
一
凶
に
示
し
た
書
院
時
代
に
は
、
出
身
者
が
剛

山
や
神
戸
、
福
岡
、
広
島
な
ど
に
符
干
の
集
中
傾
向
は
認
め
ら
れ
る

も
の
の
‘
全
体
と
し
て
は
全
国
的
に
分
散
的
な
分
布
を
示
し
‘
川

m給

費
制
中
心
の
山
身
者
に
よ
る
分
術
傾
向
が
な
お
も
み
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
各
府
県
か
ら
の
出
身
者
は
同
一
の
山
中
学
や
商
業
校

か
ら
の
出
身
者
が
か
な
り
目
セ
ら
‘
同
一
中
学
や
尚
業
伎
で
の
書
院

へ
の
進
学
が
継
承
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
るc

そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
書
院
入
学
生
が
先
輩
と
な
っ
て
後
輩
に
生

〈
コ
ラ
ム
問
〉

束
笠
間
文
ニ
ュ
ー
ス

事
変
は
何
時
終
る
と
も
分
ら
ぬ
が
．
江
市
の
地
に
は
既
に
平
和
れ
訪
れ
、
書

院
生
・
悶
は
い
附
洋
大
八
千
の
帥
M
A
T
H
で
勉
リ
子
に
怖
を
出
し
て
い
るa

来
年
以
大
学
に

u
n
協
し
、
略
取
人

H
Hも
一
一
行
五
ト
名
付
い
に
附
加
十
る
し
守
一
の
ぷ
が
あ
る

r

｛
一
九
一
二
八
（
川
町
ー
で
一
）
六
月
下
旬

H
す
さ
受
験
旬
問
問
」
｝
）

〈
コ
－
フ
ムH
〉符

信

同
文
密
院
怯
何
倍

的
地
総
め
や
ら
ぬ
大
政
に
叩
い
を
馳
せ
っ
．
こ
－
一
にmh
1
；
一
作
の
析
作
を

迎
え
て
よ
り
既
に
一
ヶ
月
・
仙
明
店
閣
の
同
志
健
弁
忙
な
り
ゃ
い
・

ト
県
山
仰
の
・
小
回
日
本
・
附
ど
・
七
百
年
太
平
の
m
γ山
間
れτ
よ
り
此

h－
a
ハ
l

作
T．

内
白
か
ら
の
力
会
己
茶
い
‘
今
必
に
M
r
n吸
ず
る
の
叫
刊
を
得
て
‘
限
洲
一
向
山
仮
の
大

流
に
山
押
さ
し
た
の
で
あ
る
、
－K
H
V
4
は
沿
早
や
後
に
は
引
け
ぬ
激
し
い
流
れ
に
白

か
ら
限
り
込
ん
だ
も
の
と
覚
的
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
仇
等
は
防
隊
舎
．

t
L

々
い
－

我
等
に
は
只
前
途
に
消
雌
あ
る
の
み
”

そ
し
て
、
今
や
摘
賓
の
剛
山
忽
の
ド
に
こ
こ
縫
H
主
席4

．

F

の
M
K
Uを
肢
に
送
り

刑
取
り
し
、
叫
叫
が
京
税
川
文
h両
院
の
れ
r
m
H合
経
仰
す
べ
さ
の

H帆
な
の
だ
。
こ
の

秋
に
当
っ
て
不
本
品
叫
が
～
川
市
の
学
舎
は
、
政
院
の
政
火
．
約
制
再
ナ
る
所
と
な

り
．
計
ら
ず
も
孜
H
V寸
は
般
国
長
崎
の
地
に
帥
円
山
内
会
」
噸
ず
る
身
と

h
uっ
た
a

投
目
下
ザ

は
只
光
栄
あ
る
沼
．

4

一
・
十
八
州
問
中
合
泌
川
崎

k

泌
に
て
仰
え
似
ざ
る
を
惚
れ
た
。
然

し
傘
歳
。
総
M
Yザは
今
m
M似
合
・
と
側
近
さ
中
制
阿
立
交
泊
大
学
の
校
舎
を
得
て
．

こ
の
間
月
百
円
び
懐
し
の
上
海
に
→M
mる
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
状
等
は
ぷ
兄
の

払
明
い
に
皮
か
ぎ
る
県
側
川
文
前
両
院
－
r
L

て
m
u
ん
を
迎
え
刑
円
る
ル
」
山
肌
俗
寸

U

製
品
刊
も
近
い
。
長
崎
川mに
伏
て
は
県
費
生
四
名
に
対
し
て
四
十
五
名
の
上
位
脱

匹n
と
聞
く
z

二
月
中
旬
に
は
引
い
貸
生
の
募
集
もa
z表
と
な
る
c

災
に
収
艇
の
大

防
に
身
命
を
附
附
し
て
河
川W
せ
ん
と
y

る
然
あ
る
釘
人
の
入
学
を
術
情
し
て
止
ま

ぬ
周
一
白
雪
怒
身
、
寒
風
凍
線
た
る
刷
、
議
兄
酷
刑
白
煙
努
力
せ
ら
れ
よ
。
柏
叫
惜
立
川

諸
兄
の
品
目
安
企
あ
の
H
M江
を
測
る
れ
船
の
デ
ッ
キ
に
迎
え
る
日
を
山
叶
っ
て
居

る
4

同
文
書
院
ニ
ュ
ー
ス

東
川
官
同
文
書
院
の
大
学
リ
作
仲
間
間
凶
は
、
治
ト

ι
歓
年
米
M噌
泌
論
議
さ
れ
て
肘
っ

た
が
、
今
中
ド
徒
全
契
機
と
し
て
俄
品
川
…

h
訳
出
化
す
る
に
全
っ
た
戸
即
ち
昨
秋
山
千
生

市
中
に
で
も
、
各
学
年
よ
り
三
名
の
運
動
委
員
を
選
挙
‘
学
的
同
当
局
及
び
東
盛
岡

文
会
｛
近
衛
文
脈
公
会
長
）
の
泌
軌
を
え
持
ナ
る
と
比
に
、
先
波
間
に
．
大
組

動
を
出
町
さ
起
す
べ
く
働
さ
か
け
て
似
る

R山
山
度
化
え
にur汁
る
日
本
文
化
事

t
kの
一
つ
と
し
℃
同
文
書
院
を
北
半
に
移

L

北
支
大
月
イ
と
十
る
と
の
市
が
新
聞
紙
上
に
ト
い
え
ら
れ
た
が
、
ど
は
同
文
書
院

本
来
の
使
命
に
ル
取
り
て
も
．
M
文
脊
院
は
上
海
に
山
間
以
附
す
べ
き
な
り
と
の
大
内

院
長
等
の
反
対
・
むH
凡
に
よ
り
て
沙
汰
止
み
と
な
っ
た

n

叫
町
一
レ
向
文
書
院
が
こ
こ

歓
什
ー
な
ら
ず
し
て
．
←
へ
パ
・

r
に
H
H
仙
附
ナ
る
こ
と
は
出
陣
中
K
と
礼
ら
れ
て

M
Wる
。

（
一
九
三
八
A昭
和
ト
一
一
一
｝
一
一
川
ト
旬

H
V
（
「
受
験
旬
矧
」
よ
り
こ

集

17 耳t岐川文書院？軍中山f.H再←司1-W.1心主義院M置’t：，、山アンうート調 （i!i ・ J，ー
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〈
コ
ラ
ム
ロ
〉

東
歪
同
文
笛
院
大
学
に
昇
絡

本
伐
の
v
ヘ
斗r
u
H同
市
問
凶
は
、
今
戸
一
に
純
々
の
・
4
路
品
川
出
引
をth
h，
か
・
山
判
明
・
丸

山
成
し
が
L

一
社
日
に
品
川
に
州
制
酬
に
迅
紗
し
、

M
院
川
町M
Mの
刷
判
必
文
化
品H
r
h

灯
り

川
は
時
何
日
与
の
削
減
f々

、
挑
ん
れ
の
必
川
唱
を
ん
る
況
で
も
，

Q
ド
ペ
J

一
山
中
に
川
内
、

古
川
の
た
J
吋rH
H的
叩
肢
に
そ
山
純
品
川
叫
H
’
い
や
り
川
が
A
A
t
れ
．
た
ず
り
同
市
は
”
的
に

ほ
定
を
九
iだ
わ
け
司
、
わ
る
川
f
川
円
い
位
、An’
郎
会
山
中
心
三
L

た
ω
T
r
H
L
ヘ
ぺ
・
r
c

、

粍
貨
の
内
訳
司
川
、
似
合
の
山
崎
町
哨
主
一
山
他

H
向
山
市
に
相
官
寸
る
u
m背
一
ト
ヘ
カ
問
、
終

常
品
目
七
十
一
一
一
ザ
広
い
？
ご
な
っ
て
い
ろ
す

J
U
が
本
校
今
大
学
に
け
利
他
セ
し
め
た
円

札
、
ト
え
れ
のi
n貨
を
切
る
、q
h
円
札
本
認
十
ぺ
十
九
郎
氏
栄
際
ハ
ホ
の
的
保
土
な
る
べ

き

M
H済
的
目
的
た
か
－AM
い
い
’
什
う
入
・
に
K
M
1
rに
七
の
で
．

H
H
H
m以住
小
ι
竹
村
山
小

川
市
恥
じ
け
L

て
は
お
ん
山

h
d・
－
勺
年
大
川
一
倒
的
を
か
り
ら
れ
ご
い
と
円

（
h

．
九
作
・4
m
g州
1

内
－
w門
川
上
旬
H
り
三
叉
恥
引
い
川
側
二
－

東
豆
同
文
書
院
ニ
ュ
ー
ス

去
る
六
月
・
ユ
日
除
を
以
っ
て
・
市
、
神
高
文
書
院
大
学
子
件
以
九
州
れ
・
似
て
条

レ
→
た
り
ん
に
巳
こ
れ
に
よ
り
本
代
生
い
じ

z
h－
伝
句
切
っ
て
い
る

A
h
－
－
J
九
可
（
川
mわ
l
N
）
仁
川
卜
旬
H
V
｛
ゴ1
4恥
旬
仰
‘
エ

の
ド
H
M川
情
報
が
い
注
3

れ
や
十
い
成
田
が
市
此
さ
れ
て
い
た
－
」
ト
」
に

よ
る
も
の
で
あ

e

つ
・
つ
よ
た
出
身
校
そ
み
る
と
、
戦
前
に
お
い
て
作

地
方
地
方
に
設
立
さ
れ
た
有
力
・
な
学
校
が
多
く
、
そ
れ
・
リ
が
書
院
山

人
材
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－
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仰
が
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い
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一
と
り
わ
け
京
ボ
と
大
町
一
ぺ
山
県
小
化

傾
向
が
い
ち
じ
る
し
い
。
こ
の
大
都
市
以
外
は
か
な
り
分
散
的
分
布

が
み
ら
れ
‘
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
第
一
凶
に
示
し
た
分
布
傾
向
と

共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
々
分
散
的
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mは
件
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mの
給
費
制
に
上
っ
て

選
紋
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
、
山
身
学
校
七
書
院
時
代
か
ら
結
成
さ

れ
て
い
る
傾
向
が
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め
ら
れ
る
一
、
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の
第
二
回
に
み
ら
れ
る
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都
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、
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。
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．
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仁
郎
市
部
へ
集
中
す

る
三
ぞ

γ

な
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
占
る

r

こ
の
こ
と
は
学
校

制
問
の
変
化
土
と
も
に
、
書
院
生
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坑
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も
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叫
円
を
及
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伐
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迎
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ら
れ
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す
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．
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台
湾
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ぶ
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－
H
h一
ブ
上
海
山
川
明

命
、
は
と
ん
ど
は
上
小
山
日
本
中
干
の
山
身
者
で
あ
る
戸
二
れ
は
前
述

し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
上
海
に
も
試
験
会
湯
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受
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収
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仁
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．
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史
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が
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？
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述
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れ
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収
京
、
伊
勢
、
京
都
、
大
阪
M
Vザを
巡
り
、
H

本
を

そ
れ
な
り
に
見
て
、
日
本
の
実
情
や
文
化
、
日
本
精
神
を
体
験
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。
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さ
れ
た
ニ
の
方
法
は
最
後
ま
で
継
ポ
さ
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あ
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験
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れ
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。
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験
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。
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仮
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伐
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．
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問
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H
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に
す
く
て
仁
川
，
b
E
h刷
旬
以
，h
v山
は
後
初
と
簿
記
で

す
、
他
の
や
H叶
は
γへ
し
た
事
叶
は
あ
り
主
せ
ん
コ
刈
往
々
が

T
O
J
h
A
m泌氏
所
説
比
・
以
山
U
1
rで
上
海
ぬ
と
じ
之
然
違

い
．
附
っ
て
町
．
味
に
デ
ヘ
ト
た
ん
か
ど
の
肉
物
も
炎

治
で
や
り
主
十
イ
ノ
リ
1
7
6

’
で
丸
心
凶
聞
か
－
焼
く
し
て
や

る
事
で
す
れ
比
＋
ニ
二
ず
つ
八
中
『

u
i
い
の
汽
ゅ
で
は
あ

り
主
せ
ん
ぜ
自
動
車
司
、
寸v
に
出1
4
て
M町
内
出
血
を
一
覧
し

ま
し
ょ
う
。

怖
を
沌
り
山
叫
式
柑
悼
の
門
を
く
ぐ
る
と
自
動
阪
の
従
来
が

自
由
に
刷
出
来
る
γ
ス

7
r

ル
ト
道
路
が
す
ー
っ
と
つ
い
て

い
主
十
一
》Lれ
に
曲
っ
て
も
に
あ
る
山
が
い
叫
似
イ
ー
ト
シ
ス

ワ
ヰ
ベ
山
岨
物
の
仏
部
地
な
川
川
内
的
問
、
心
叫
州
山
州
側
に
は
‘

r
h

シ
ヤ
川
市
民
品
川
し
亡
い
E

中
。
れ
く
こ
し
し

a

．

r
H米
ト
ル
し

一f
i
g

・

5

？

t
t

：
：

i

己
－
’

J
i
7
3
E

，

1
4
d

（
て

q
r
H
F
1
N
h
U
と
’

A
L
e－
明
刈
g
y
F
d
骨
骨
r
d
H
H
h
・

た
っ
て
い
主
す
ぞ
コ
肌
川
也
て
や
は
り
渋
川
式
で
閃
百
人
の

お
院
主
が
智
光
分
入
れ
E

ず
に
そ
れ
か
ら
行
く
こ
と
在
十

米
‘
上
院
即
お
お
常
．
中
院
と
同
じ
位
‘A
z阿
郎
小
学
的
市

生
徒
が
全
部
M
W
W

．

A
O
』
し
て
い
t
r
3

そ
れ
か
ら
山
陀

－t
l

門
町
山
間
川M
L
Y
F

守
身
内
山
守
川
ハ
ス
－
E

－
恥H
K山
－N

動
山
m
u
M
入
っ
て
い
主
十
ぞ
れ
か
ら
ー
に
に
折
れ
て
惚
f

食
・
ニ
れ
は
事
此
同
宣
・
－HH只
州
品
川
市t
・
事
務
長
当
・
パ
ル

緩
問
、
会
議
山
セ
．
学
生
課
．
主
郎
研
究
甘
い
・
一
主
等
の
，
－
一

m
m岱

て
．
捻
り
が
体
育
館
で
宅
内
ブ
l
d
w‘
体
育
館
、
日
本
間

山
虫
、
ピ
ン
ポ
ン
本
・
学
生
ホ
ー
ル
本
将
で
十
。
次
は
時
叫

H
H

ク
・
7

ゾ
で
す
”
そ
こ
で
伝
に
よ
が
っ
て
一
一
μ
米
刊
の
必

仰
向
．
応
－
の
帥
同
門
に
預
り
主
十

J

付
加
川
．
，
．
r
H五
十
米
に

4

・
白
山
町
の
k
m形
で
・
そ
の
外
側
に
＋
k

・
世
山
町
物
が
あ
り
．
中
は

全
部
芝
生
で
す

4

そ
の
也
教
室
は
上
院
上
り
一
政
一
奥
に
取

れ
て
形
を
な
L

・
三
十
家

v

他
は
二
一
治
段
れ
トHの
教
民
河
内

聞
町
究
烹
・
と
な
っ
て
い

i

十
。

山
四
仁
食
と
上
院J
山
か
ど
に
食
散
が
あ
H
t

寸
十
ド
弓

が
た
る
と
飢
え
k
m
A

？
｝
の
如
，
、W
L
W
H
t

寸
t

殺
京
は
人
。
上k
w
“
，
T
m
い
た
宏
僚
た
も
の
で
十
一
病

院
に
は
医
師
一
人
に
五
人
の
行
沼
紛
が
ぶ
り
入
院
は
無
料

マ
十
が
．
こ
の
笹
…
”
は
余
りK
H緩
く
た
い
で
ナ
ね
”
併
比

一
山t

．
人
．
東
川
市
化
山
内
税
引
、
十
。
主
向
的
措
仲
代
で
析
し

い
ベ
ァ
ト
．
机
．
作
服
0

・J

ス
が
支
給
、
、
れE
十
。
運
動

制
は
目
白
米
ト
ラ
ッ
ク
．
野
球
場
、
ラ
ク
ヒ

l

．
険
球
．

F
7
－
一
ス
．
排
球
．
弓
道e
t
c

．
迎
動
は
強
制
的
に
入
部
さ

れ
ま
す

J

今
年
は
斜
辺
が
人
上
阿
古
向
専
大
会
で
優
勝
し
ま
し

た
a

こ
れ
で
一
通
句
紛
な
い
小
恨
の
お
院
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

会
科
り
ま
十
ー

続
後
に
大
小
M
什
帥
附
問
削
聞
で
十
が
．
七
八
M
1四
り
凶
作
曲
情
L
・
t

・7

で
す
。
口
町
山m
r
p
H崎
市
に
拘
ら
ず
か
か
る
運
動
が
起
る
山

は
岳
民
発
恨
の
一
絡
を
副
刷
物
財
き
す
る
も
の
で
は
な
い
で

し
k

う
か
。
こ
の
問
題
に
税
き
府
副
司
教
径
は
「
H
仲
絡
の
具

休
的
原
案
は
F

科
一
一
伝
．
パ
子
郎
，
－
一
年
と

L

．
人
民
二
百
五

l

人
に
附
加
し
‘
H
Hは
必
科
と
従
来
の
高
川
町
問
M
Hと
す
る
」

土
叫
叫
ん
れ
主
し
允

マ
は
・
取
か
川
剣
山
砲
で
ド
内
会
す
る
U

の
一
H
U
’um
か

ら
ん
事
合
祈
り
つ
つ
網
棚
策
致
し
ま
す
a

審
問
唱
に
関
す
る
質
問
は
小
生
迄
（
性
名
夜
社
）
御
一
報

下
さ
れ
ば
御
返
事
仰
上
げ
主
寸
。

－
九
一
二
八
｛
附
ト4
一
一
）
十
月
ド
旬
札
リ
ミ
受
験
旬
川
開
』
｝
）
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ト
を
い
つ
く
か
ま
と
め
た
。

第
七
点
は
船
で
L
L
梅
一
へ
上
陀
し
、L
L
a級
生
の
山
迎
え
を
受
け
、
南

京
路
を
抜
け
、
フ
ラ
ン
ス
組
作
を
妓
け
て
市
街
地
の
西
方
に
あ
る
書

院
キ
ヤ
ン
ハ
ス
へ
到
筏
し
た
時
の
書
院
へ
の
印
象
に
つ
い
て
の
凶
容

内
海
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

c

た
だ
し
‘
三
八

m
m生
か
ら
は
徐
家

紘
一
泌
格
路
の
南
伴
大
学
（
交
通
大
山
字
）
の
キ
ヤ
ン
ハ
ス
へ
入
学
、
そ

れ
以
前
は
徐
京
証
紅
怖
絡
の
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
入
学
で
あ
る
“
ニ
の

虹
橋
路
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
市
内
を
転
々
と
し
た
書
院
が
一
九
一
五
年

に
本
絡
的
に
他
殺
し
た
絞
耐
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
り
、
主
院
の
発
展

と
円
熟
期
は
こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
実
現
し
た
。
し
か
し
、
一
九
三
七

年
の
日
中
戦
争
の
始
ま
り
の
中
、
第
二
次
上
海
事
変
で
中
凶
兵
の
放

火
に
よ
り
全
焼
し
、
す
べ
て
が
灰
櫨
に
帰
し
て
し
ま
い
、
一
附
的
に

長
崎
で
仮
校
舎
を
設
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
む
南
洋
大
学
は
欧
米
系

住
築
で
あ
り
、
谷
崎
山
物
は
俄
容
を
崎
市
川
っ
て
い
た
し
、
焼
失
前
の
虹
焔

絡
の
校
舎
も
当
時
と
し
て
は
日
本
人
用
の
桧
ハ
ガ
キ
に
な
る
ほ
ど
の

繍
酒
な
建
物
か
ら
な
る
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
っ
た
む
訴
院
は
焼
失
後
新

キ
ャ
ン
パ
ス
の
再
建
を
め
ぎ
し
、
そ
の
憎
備
に
か
か
る
，
か
、
時
局
の

緊
迫
し
た
状
況
下
で
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
東
亜
同
文
会
の

資
料
に
見
え
る
。

同
表
で
は
書
院
大
学
時
代
に
つ
い
て
は
、
予
科
と
専
門
部
と
を
分

け
て
示
し
た
。
そ
れ
に
上
れ
ば
、
各
期
の
入
学
生
を
む
さ
ま
ざ
ま
な

印
象
が
話
ら
れ
て
い
る
が
、
品
も
多
い
の
は
キ
ャ
ン
パ
ス
と
校
舎
也

物
の
見
事
さ
の
印
象
が
強
い
う
そ
の
理
由
は
前
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
次
い
で
先
輩
速
か
ら
の
大
歓
迎
と
そ
れ
に
t

っ
て
民
凶
の
地
で

安
堵
し
、
ま
た
緊
張
や
不
安
の
交
錯
し
た
係
子
も
う
か
が
わ
れ
、
そ

の
よ
う
な
中
に
先
輩
濯
の
萩
傑
や
県
人
意
識
で
の
や
δ

し
さ
、
白
山

な
明
る
さ
と
質
素
な
バ
ン
カ
ラ
凪
や
そ
れ
ら
の
中
で
の
大
陸
的
ふ
ん

書院を見た印象

郷l
3i 4・1 45 ,l(i 

r'-1 容 ~ 33 3・1 36 
38 

・lO -II 43 子科i専門 'f-f干：専門 ·f-fヰl •.'ff”i 
ん占十

39 . 
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第 7 表



それによると、ヒ泌の前のスケールの大きさと呉川風の国際都市として活気あふれる町の印象が最も強いが‘同時に雑然とした町とそP』で明白にみられる多くの皆力に象徴

される貧富の差の大きさ、華やかさと貧しさの同居する町

また第九表は新入生として生活することになった上出の印象に関する回答をまとめたものである。なるべく回答された言葉をそのままキーワードとして生かす形で去し」めたものである。したがって当時の上海の街のふんいきが日本人青年の比た印象ーとして素直に炎瓜されているEみてk-u- 

IQI ,1す 日’ゆ』，一唱; 

~: 1:1 

中国で！M く、什イ~－ Jlllめる 10 
日本と.，，ド1 ・アレゾのために

中国人のために ・・予. 
中凶を弘、学びたい
中国語を•＇／；びたい 3 
有能な11r業者と社員
アジアで｛動く -・〉
外交官iこなりたい
出際的行：’，~をしたい
ロマン‘好奇心
貌 考： IT 
努力したい
社会貢献したい
耳！ifilの平fnのために
自 Ill 事‘」- 
1-f びのみ
広く学びたい
楽しく過したい
Z、. 。｝ 他
な し 3 

合計 :ll 

それによると前掲第六夫の入学用山で示されたように、中国で就業し生活したいという最も多い思山が、入学が実現したことによってさらに具体的な夢となってあらわれている。すなわち、肢も多い夢は、「中国で将来働らさ中国で竹を開めたい」という・Lへ覚怖を決めた妙であり、それに「日中両国民のために働き尽したい」、「中国人のために尽したい」という捗会加えると、九七作の過半数をい山めるほピの大きな夢となるnその他、「中間を見、学びたい」、「中国泌を学びたい」合加よると、全体の約一一分の・一が何らかの形で中国に問心をもち、中国とかかわりたいという大きな夢をもっていた二とになる、そしてこのような砂は後述する卒業後の就職時にかなり実現している点で、入学生そして書院生の強い意志と決意のほどがうかがわれるJ
第 8 表 入学時の夢

:15 
3i ·I ・1 ｷ15 それを示したのが第八去である。ｷIt> そのような中で入宇時の新入生はどのような市型合駒に抱いたのであろうか3 いきをかぎ取った新入生もいたこと，かわかる。3H 
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｝綿 35 
37 

内 伊-ti"ヲ 38 合計~33 :14 36 
39 

40 41 42 43 H 45 -16 

雑然、活気 4 2 10 2 3 5 4 5 7 46 
大郡会、広大 13 8 5 3 。 6 10 8 60 
国際都市 3 4 2 4 9 8 3 (i -t3 
貧富の差、苦力 5 2 2 ” 5 ワ 10 39 
覚情、見構えた ・3 今・， 6 2 3 19 
列強支配がみえた 3 ・り. 8 
ロ γン、明るい、自由 』。 』つ 8 
人が多い ワー 4 ・・》. 3 ・》 16 
呉国情緒 ワー 2 6 6 2 日 24 
イギリス風 9 
ピルが多い つー

., 
II 

圧倒された
ワ-- ロ

故郷のようだ 2 2 5 
さすが大陸 今 7 
幻滅、無気味 』今 ワー 5 
M ペふ 台、 3 6 
とく iこなし 2 2 II 
行けなかったのが伐念 20 20 
-噌 σ〉 他 ・今, 3 8 、

合計 3; II 2:1 :16 37 26 42 Hi 22 350 

上海の印象第9表

(1995 年アンケート上 η 作成）

町
に
も
強
い
印
象
を
受
け
て
い
る
。
あ
ま
り
の
す
ご
さ
に
思
わ
ず
身

構
え
た
と
回
答
し
た
例
も
一
九
人
を
数
え
る

υ

他
の
回
答
内
容
も
い

ず
れ
も
以
上
の
印
象
を
他
の
耐
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

を
通
じ
て
当
時
の
上
海
の
ふ
ん
い
き
を
十
分
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

山
米
る
う

当
時
の
上
海
は
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
租
界
を
は
じ
め
、
日
本

や
ア
メ
リ
カ
も
進
出
、
ロ
シ
ア
の
亡
命
者
や
岡
山
民
地
化
さ
れ
た
似
鮮

か
ら
の
移
住
者
、
イ
ン
ド
人
な
ど
を
中
心
に
多
く
の
国
の
人
々
が
居

住
し
、
書
院
教
肢
の
胤
川
柳
鍬
太
郎
は
「
支
郷
研
究
」
第
一
八
出
げ
中

で
、
そ
れ
ら
外
国
人
の
人
口
は
一
九
二
五
年
の
時
点
で
約
三
万
人
．

中
凶
人
の
人
口
は
公
表
さ
れ
た
デ

l

タ
で
約
一
一
一
五
万
人
だ
と
す

る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
人
に
つ
い
て
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
人
口
も

多
く
実
態
は
も
っ
と
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
バ
ン
ド
や
南
京
路
に

は
列
強
資
本
に
よ
る
金
融
機
関
な
ど
が
高
層
ビ
ル
建
設
を
競
い
、
そ

の
よ
う
な
尚
嬬
ピ
ル
併
を
み
た
新
入
生
に
と
っ
て
は
大
変
強
烈
牝
印

象
会
受
け
た
に
違
い
な
い
れ
港
に
着
岸
す
る
や
多
く
の
苦
力
違
に
取

り
開
ま
れ
．
そ
の
異
憾
な
光
肢
に
身
を
た
じ
ろ
か
せ
た
二
と
も
あ
ろ

う
c

こ
の
第
九
去
は
そ
の
よ
う
な
上
海
の
息
吹
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

25 耳（ <IF.I・司士 21-i:，主 r,s;；τ：の制時一副1EI司文書「主·t"R: 竿ハ内アシ今一ト詞 ri小・〉←



玉
、
書
院
で
の
学
業
と
生
活

書
院
教
育

こ
う
し
て
い
よ
い
上
書
院
で
の
生
活
が
始
ま
る
、
入
学
生
は
令
ぃ
口
以

上
級
生
止
組
み
合
わ
せ
山
政
生
活
合
送
る
こ
と
に
な
る
、
つ
主
的
品

院
は
全
寮
制
で
あ
っ
た

L

京
生
活
に
お
い
て
上
純
生
L

」
ト
級
生
の
組
み
合
わ
せ
は
、
出
身
川
町

単
位
の
組
み
合
わ
せ
の
ケ
｜
ス
も
多
か
っ
た
c

一
つ
は
同
．
出
身
県

で
あ
る
こ
・
ど
が
新
人
全
を
引
く
な
じ
ま
け
」
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ぷ

た
上
級
生
が
新
入
の
下
微
生
の
中
国
語
の
強
音
を
朝
夕
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
さ
せ
る
の
に
こ
の
組
み
へ
け
わ
せ
は
釘
効
に
利
川
さ
れ
、
品
川
出
川
神
刊

の
戸
が
キ
ャ
ン
パ
ス
に
響
い
て
「
持
院
カ
ラ
ス
」
と
称
さ
れ
た
「
主
一

〈
コ
ラ
ム
M門
〉

東
歪
同
文
寄
院
短
信

，
般
に
上
小
山
は
鰍
め
て
‘
ド
凶
崎
山
端
マ
あ
る
か
の
仰
く
F
，
え
ら
れ
亡
い
る
が
、

決
し
て
そ
ん
な
也
で
は
な
い
気
付
臥
も
ど
ら
ら
が
ど
→
n
・r

ば
・H
Hい
ん
r
i
－
－
川
・
1

る
円
夏
は
m刊
か
B
n
い
が
、
七
月
一
H
H
か
ら
休
暇
に
な
る
t
n
n々
学
生
に
は
些
し
て

配
管
の
な
い
こ
と
で
あ
る
し
．
先
、
は
制
に
川
崎
か
ご
、
先
ず
問
凶
・
紀
伊
川
町
可
の

そ
れ
に
近
い
と
J
Hえ
る
だ
ろ
う
“
吟
の
削
る
こ
・
ど
な
ん
か
は
作
に
股
あ
・
七
か

h
M
L
、
随
っ
て
た
ず
健
後
地
・
ど
－
ば
っ
て
・
む
差
支
え
な
い
位
で
あ
る

F

だ
か
・
り
下

位
の
中
に
も
般
病
匹
H
は
ト
化
作
多
く
は
化
い
e

学
校
で
は
市
に
体
出
H
i
v
e
川
町
川
し
ご

M
mっ
て
．
民
僚
出
回
聞
の
ん
も
附M判
的
院
が
校
内
に
あ
り
‘
学
生
は
こ
れ
を
照
”

に
て
利
用
出
来
る
3

附
病
院
に
は
入
院
設
備
も
あ
る
し
・
そ
の
他
の
訟
備
も
凡

て
完
備
し
て
似
る
の
で
．
ニ
の
か
ド
仰
の
心
似
も
質
ら
な
い
か
じ
安
心
し
て
受
験

せ
ら
れ
る
こ
と
を
品
情
寸
る
。
（
同
文
書
院
→
会
友
前
）

（
一
九
二
一
じ
（
昭
十
二
｝
二
一
月
下
旬
H
ザ
｛
「
受
験
旬
綴
」
｝
｝

’r
－
抗
上
級
生
の
『
大
旅
行
」
の
削
怖
や
川
町
校
後
山
鮒
告
書
仲
々
の
ま
と

め
や
紋
付
拾
を
直
後
見
る
こ
と
で
、
下
級
生
は
上
級
竺
の
「
大
旅
行
」

山
々
か
合
凡
な
が
ら
に
し
て
収
仰
で
き
た
し
、
そ
れ
は
「
大
旅
行
」

に
限
ら
ず
、
他
の
学
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
に
つ
い
て
も
下
級
生
は
多
く

合
上
級
生
に
比
刊
行
い
、
こ
の
上
う
・
な
中
マ
書
院
生
の
い
い
統
が

l
L
純
小
い

か
ら
下
級
生
へ
と
継
承
さ
れ
る
仕
組
が
出
来
上
っ
て
い
っ
た
と
い
え

ar. 
朴
氏
院
で
の
実
際
の
生
活
は
コ
ラ
ム
H
と
コ
ラ
ム
日
の
中
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
一
コ
ラ
ム

N
は
L

し
中
仰
の
わ
A
怯
風
ト
し
に
つ
い
て
そ
の
尚
和
な

H
A伎
会
強
調
し
て
い
る

c

も
ち
ろ
ん
、
気
候
だ
け
で
な
く
水
や
食
事

な
Y
一
%
っ
た
風
土
の
中
で
初
年
度
に
体
調
合
刷
す
ケ
l

ス
も
み
－h
れ

た
と
い
う
「

コ
ラ
ム
日
は
必
院
生
の
山
町
一
政
で
や
や
い
火
い
が
．
校
舎
を
失
な
っ
た

あ
と
揺
れ
始
め
た
当
時
の
書
院
生
活
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
ふ
れ
ら

れ
て
お
り
、
三
二
で
は
そ
の
す
べ
て
を
尚
岐
す
る
こ
と
に
し
た
。
受

験
生
向
け
の
ガ
イ
ド
で
は
あ
る
が
、
座
談
会
に
出
席
し
た
書
院
生
遣

が
必
院
会
愛
し
、

M
mく
お
院
を
訴
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く

る

1・4丈背i;;,:i,:.t械 2ti

こ
の
ヒ
う
な
民
文
に
わ
た
る
時
談
会
の
企
州
は
、
こ
れ
が
掲
載
さ

れ
た
直
前
に
、
前
述
し
た
よ
う
に

n

中
戦
争
が
始
ま
り
‘
書
院
の
校

A
H
H
8
0
焼
失
す
る
必
．
思
の
事
態
の
中
で
、
職
場
に
さ
え
な
っ
た
上
海
の

書
院
へ
内
地
か
ら
の
志
願
者
が
影
響
を
受
け
、
大
幅
に
減
少
す
る
の

？
は
な
い
か
と
い
う
危
恨
の
念
が
そ
の
背
民
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る

u

そ
れ
だ
け
に
そ
の
成
後
の
大
学
へ
の
界
筋
プ
ラ
ン

は
そ
の
よ
う
な
寄
院
の
他
い
た
危
恨
の
念
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
出

来
事
で
も
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
書
院
も
再
生
し
、
さ
ら
に
そ

の
上
発
展
で
き
る
契
機
と
な
る
点
で
の
最
大
の
活
性
化
プ
ラ
ン
に
も



〈
コ
ラ
ム
山
の1
〉

東
亜
同
文
書
院
欧
文
社
会
友
座
輔
副
会
包
『
同
文
書
院
と
そ

の
生
活
を
踊
る
b
l
昭
和
－
四
年
－
月
l

川
出
同
行

m
m
m
m攻作
｛
品
川
問
、
抑
制
欲
中
学
出
身
）

制
中
倣
鋭
｛
山
川
端
、
u

川
中
学
）

佐
川
町
一
民
一A大
阪
．
q

野
中
叫f
）

附
阪
－
二
柏
崎A広
島
．
ρベ
．
中
｝

戊
山
益
生
L
A
旅
M
m市
甲
山
下
）

今
川
門
附
－WA
制
欲
山
．
市
開
円
陣
中
小
）

開
町
四
傾
止
附
（
広
島
高
師
剛
削
州
中
）

新
作
中
h
蜘
同
｛
附
哨
主
－
相
官
杭
｝

川
日
沢
小
n
H
｛
川
仰
－
ド
一
心
’
〕

加
応
大
助
（
＃
円
白
州
中
学
）

立
花
正
平
（
M
m凶
‘
伝
料
館
山
T
Mと

応
酬
哨
M
t
｛
滋
賀
・
島
内
似
中
ハ
ご

山
川
夜
半
｛
長
時
中
学
）

街
泊
四
郎
（
福
島
、
安
途
中
学
｝

附
岨
凶
問
実
相

n
山
刀
〔
ト
九
阪
．
八
M山
中
学
）

先
脇
師
同H
1
｛
－
h
片
山
叫
」
一
一
制
中
学
｝

（
速
記
附
中
．
今
－
内
、
富
山
川
）

今
西
山
円
さ
ん
．
こ
の
問
中
は
先
輩
や
知
人
の
年
仏
抑
制

’
d’ 

り
で
鰐
柏
町
食
っ
た
り
飲
ん
だ
り
で
日
の
例
の
的
的
（
忠

子
の
E
U・
崎
町
院
舗
な
り
｝
で
は
物
足
り
な
い
か
も
い
叩
れ

ま
せ
ん
が
、
ま
だ
払
明
か
ら
も
選
好
的
｛
「
も
っ
と
良
い

も
の
」
の
窓
、
元
来
『
好
的
』
と
は
『
山
政
い
も
の
」
の

怠
で
あ
る
｝
も
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
寸
か
ら
・

ゆ
っ
く
り
お
話
踊
う
こ
と
に
政
し
ま
ず
。
実
は
凪
刷
近
内

地
の
幅
削
附
雑
誌
で
も
太
陰
惨
設
と
言
う
こ
と
が
側
主
叫

ば
れ
て
い
ま
す
し
‘
版
文
社
の
旬
絡
な
ど
の
械
な
受
験

M
H誌
で
も
『
統
省
の
向
』
な
ど
に
於
て
『
政
市
却
の
使
命

は
大
陸
」
と
気
焔
念
あ
げ
て
い
る
の
を
見
・
つ
け
る
事
が

多
く
な
っ
て
来
た
市
引
は
‘
続
々
書
院
生
の
憾
に
大
山
町
作

品
｛
H

の
清
一
一
線
に
根
川
し
て
い
る
者
に
似
つ
て
誌
に
梓
ば

し
い
と
思
い
主
す
所
が
妓
念
な
市
万
円
四
十
年
・
に
取

ん
・
ど
寸
る
以
内
文
をwh
．
位
争
一
く
の
人
川
門
会
活
り
附
し

て
対
支
作
品
円
辺
貞
献
し
て
い
る
叫
叫
が
収
制MZ
お
院
の

存
従
を
、
地
由
比
的
副
代
出
の
た
め
に
内
抽
出
の
受
験
生
で
さ え

あ
室
町
よ
く
知
う
て
い
な
い
係
で
す
。
此
で
は
今
春

大
学
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
技
が
書
院
の

m
失
だ
け
で

な
く
‘
大
さ
く
同
－
M
の
ー
か
ら
・
一
討
っ
て
も
包
・
」
す
べ
き

問
題
で
な
い
E

聞
も
い
ま
し
て
（
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
然
り
然
り
の

内
）
・
仏
く
だ
．
！
の
受
験
生
に
品
院
を
紹
介
す
る
と
♂
・
内
，

g
斗
で
・
二
の
何
時
州
会b
v州
い
た
次
第
で
十
。
ケ
ー
キ

や
ら
お
一
心
（
支
況
の
使
子
｝
も
来
た
係
で
十
か
ら
．
で

は
ポ
ツ
ボ
ツ
お
ぷ
し
闘
い
t

寸

震
史

問
中
高
院
紹
介
と
な
る
先
ず
日
出
史
か
ら
だ
ね
竺

パ
山
討
し
い
事
は
品
開
も
に
く
い
附
ら
な
い
り
れ
ど
‘
則
的

廿
。
一
．
一
．
均
凶
‘
近
山
同
文
副
旧
公
の
先
代
．
師
向
山
帆
公
．
制
限

向
山
州
先
生
勺
荒
児
東
方
斎
先
生
時
寺
が
東
京
に
同
文
書

院
中
・
設
伝
さ
れ
た
そ
う
だ
‘
一
民
が
詫
拘
同
事
件
で
上
海

に
作
る
止
比
に
・
明
治
品
川
二
年
か
ら
噂
門
学
校
と
し
て

の
充
実
し
た
東
席
世
同
文
書
院
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

手
、
，
つ
戸
』
－

川
町
問
そ
の
山
川
京
川
文
務
院
の
附
に
．
4情
日
に
日
品
川
刷
H
U悶

研
究
耐
と
す
い
う
の
が
あ
っ
て
．
其
れ
も
矢
M
mり
書
院
の

前
身
な
ん
ど
。

新
川
何
に
し
て
も
あ
の
吋
川
町
か
ら
大
防
総
討
に
脱
会
は

い
で
い
ら
れ
だ
ぬ
持
の
先
覚
お
は
俄
い
ねq

今
度
の
事

変
が
給
ま
っ
て
、
初
め
て
大
山
同
研
究
の
必
震
を
感
じ
た

の
と
は
一
・f
h
が
進
う
よ

浅
山
そ
れ
か
ら
大
正
一
句
仁
月
に
罰
則
二
革
命
の
品
川
廷
で

兵
火
に
鋭
か
れ
て
、
ハ
ス
ケ
ル
叫
町
仮
佼
品
何
時
代
と
な
っ

た
ん
だ
ね
。

m
阪
一
二
｝
他
述
も
少
し

t
H
い
先
拍
車
に
会
う
と
よ
く
ぞ

の
九
時
の
お
を
聞
か
さ
れ
る
おA

持
過
の
同
世
物
を
少
し

改
造
し
て
似
品
H合
に
し
た
の
だ
か
ら
政
備
た
ど
は
勿
絡

な
っ
と
い
ず
‘
父
、
た
ど
札
眠
副
川
牧

m
m
h叫
ん
て
あ
る
わ
け

で
々
く
．
A
t
く
惨
め
た
も
の
だ
っ
た
そ
う
だ
士

M川
店
岬
山
州
の
伶
家
訓
山
山
間
合
は
何
日
出
川
来
た
ん
だ
い
。

m
m

わ
れ
は
大
正
六
年
ど
そ
う
だ

品
州
A
，
の
一
年
生
な
ん
か
知
・
つ
ん
と
ろ
う
が
‘
今
か
ら
考

え
て
は
る
・
と
あ
の
収
合ι
惜
し
い
ね
ー

白
川
れ
パ
F
M
Hの
い
何
が
品
川
附
の
山
引
．
州
川
川
川
の
州
問
悩
官
も
よ

か
っ
た
ぜ
拘
師
凡
な
ん
か2
y

ソ
リ
遁
を
n
u
r込
ん
で
来

て
。
ι
よ
く
芝
生
の
院
子
（
山
地
の
き
）
で
飲
ん
だ
も
ん
，P
E

An 

問
販
（
M剛
）
そ
の
頃
は
よ
く
虹
日
（
ト
抗
仰
の
日
本
入
院

住
医
峻
｝
か
・
つ
い
祉
を
H
見
に
来
た
ね
¢

什h
m－
仙
同
は
去
年
の
問
H
H
Wと
，

M
mに
わ
の
焼
跡
一
一
行
つ

た
附
．
懐
し
い
M
M合
が
見
る
む
鰻
・
刊
に
焼
け
て
煉
瓦
の

陪
ば
か
り
喰
っ
て
み
比
っ
て
い
る
の
を
見
た
時
は
思
わ
ず

泌
が
山
た
t

一

品
例
外
凶
円
凶
書
館
の
焼
跡
？
・
叫
に
な
っ
た
お
物
が
槻

主
っ
て
文
字
が
残
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
縫
ん
に

給
コ
、
知
っ
て
い
た
れ

c

立
花
崎
山
d
n”
し
帰
っ
た
り
れ
ど
．

m
M
mに
慣
い
と
い
た

ら
何
時
か
殴
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

車
交
軌
制
発
．
長
崎
時
代

今
州
大
分
出
円
．
感
慨
令
制
た
に
し
て
い
ら
れ
る
慌
で
す

か
・9
．
事
変
当
怜
1
H
K
M岡
崎
代
の
思
い
出
で
も
話
し
て

貰
い
ま
し
k

う
か
3

川
中
虚
構
備
事
件
の

U
拍
ウ
た
の
は
直
体
み
が
い
叩
う
てu
u

内
抽
出
へ
は
叩
っ
た
後
だ
っ
た
ね
り

佐
原
俺
は
神
戸
へ
上
除
し
た
注
絡
に
あ
の
り
外
合
見
た

bL

, 

川
叩
閃
そ
の
後
訓
告
地
解
決
は
つ
か
ず
・
事
変
は
笹
々
大
き

く
な
る
、
八
月
に
は
上
海
に
成
火
す
る
し
‘
あ
の
時
分

は
A
sく
心
配
だ
っ
た
ね

円
以
八
f

帥
は
か
ら
は
対
院
を
府
く
見
合
せ
る
伐
に
河
川
っ
て

市
市
た
時
に
は
何
だ
か
休
み
が
延
び
て
う
れ
し
い
阪
な
気

も
し
た
け
れ
ど
．
ラ
ジ
オ
で
書
院
に
は
支
郎
兵
が
人
っ

て
い
る
と
聞
い
た
時
に
は
．
こ
れ
は
危
険
だ
と
思
っ
た

ね
庖
尚
何
に
し
て
も
お
院
は
仏
机
憾
の
ば

H
H道
路
に
あ
る

ーν
，d
句
ド
・
J

斗
内

/
yztt 

町
周
池
長
崎
仮
校
舎
に
集
っ
た
の
は
例
H

頃
で
し
た
？

間
版
（
傾
｝
ト
バ
ト
・

J
n
に
仲
間
っ
て
十
九
日
か
ら
減
免

川
出
始
っ
た
よT

岡
山
間
｛
ゴ
｝
四
年
生
が
れ
吐
軍
の
通
双
子
足
を
削
聞
い
て
血

お
L

て
峰
山
帆
従
併
合
ぷ
制
す
る
。
久
追
先
生
や
事
務
抗

の
万
も
山
ル
“
さ
れ
る
と
三
うtn
H聞
で
．
ツ
フ
ヅ
ク
ボ
交

の
中
に
あ
る
段
々
だ
E

感
じ
た
れ

27 暇1Ef，，！文書：；－；.，；，：司＠＇I.山.... 断一唱t•l/il司文書r,·;,,t,<:i'('L· 、山アンうート剥 re小；，



〈
コ
ラ
ム
内
の
2
v

m
m

四
年
生
の
従
川
耶
は
向
日
に
分
げ
し
て
加
だ
心3

長
崎

の
港
や
、
浅
い
は
駅
仙
川
～
と
小
似
を
打
似
し
り
々
が
ら
内

年
生
を
送
っ
て
行
っ
て
「
弘
池
は
日
山
山
岳
民

H
m仰
を

以
て
校
専
の
念
願
た
る
m
・
吸
の
た
灼
に
戦
っ
て
が
世
り
ま

す
」
土
J
Nう
怯
刊
作
街
聞
い
た
附
に
は
．
喰
撤
し
て
し
主
ウ

た
・
吐
花
石
仲
庁
さ
ん
戦
死
の
符
が
入
っ
た
時
に
は
、
税
制
m
h叫

れ
か
し
と
怖
い
U
却
め
さ
人
（
ぷ
必
神
社

v

一
～
診
っ
た

、A
O

，
，a咽

州
市
も
其
れ
が
現
実
に
な
っ
て
．
月
の
中
頃
だ
っ
た

か
本
い
北
院
の
吹
く
日
‘
ア
中
一
阿
で
品
叫
に
店
立
刊
を
却

え
に
し
什
っ
た
的
．
悲L

い
良
仙
仰
のhー
の
告
に
．
拙
問
は
も

う
縫
ら
な
く
な
っ
て
泣
き
出
し
た
よ
－

八
，
耐
門
・
止
、
引
は
誰
だ
っ
て
司
に
ど

P

品
川
停
の
叫
川
だ
円
ご
t
A

品
川
仁
附
伎
をH
Hう
学
1
代
犬
山
山
市
引
所
や
．
”
仁
川
川
る
人
に

話
十
僚
に
、
泣
き
な
が
・
え
叫
ん
ど
従
ぷ
学
竺
の
市
貯
の

時
は
、
維
一
人
ほ
か
ぬ
も
の
は
包
“
か
っ
たt

山
川
州
場
・
て
れ
か
ら
刈
忘
れ
・
リ
れ
ぬ
の
は

l

川
二
日
だ

「
書
院
昨
夜
悦
火
さ
る
』
の
屯
副
叩
が
長
たH
だ
仁
そ

れ
か
ら
二
一
一
一
日
し
て
→
H
H
ド
食
耐
に
売
品
問
中
』
主
計
官
た

附
に
は
γ
ぽ
H
W飯
山
川
だ
っ
た
が
．
H
Hん
た
は
る
か
上

泌
の
？
を
思
い
や
っ
ご
政
一m
l
v
h’
れ

叫
問
件
あ
れ
で
t

ぉ
．h
m
h
J同
為
が
品
市
んV
F
Aム
抗
峠
明
け
て

し

ι

っ
た
の
が
、
何
L

－

J
q
C
L

尚
ト
へ
き
々
渦F
だ

、
4
u

ゐ
4

浅
山
全
く
だ
。
院
長
も
川
円
高
制
御
輿
に
つ
い
て
は
と
て

も
尽
力
さ
れ
て
い
る
，
て7
ど
作
方
山
か
・
リ
の

w
m
d
n

M
m
r
iに上
っ
て
い
る
そ
う
だ

c

佐
原
投
々
だ
っ
て
い
町
月
四
十
銭
沼
出
し
て
い
る
ん
ど
か

ら
な
あ
。

鈎
池
今
か
大
学
に
な
れ
ば
．

M
t
H諸
人
貸
し
大
分
別
止

る
で
し
ょ
う
ね
。

加
泌
崎
町
け
た
中
に
は
又
と
外
側
い
貸
付
h

あ
る
そ
う
だ

け
ど
．
二
の
調
7

で
ゆ
け
ば
畑
山
山
？
円
安
外n’
く
行
く
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
南
京
で
縫
収
し
た
ね
書
が
七
十
万
冊
粍

あ
っ
た
そ
う
だ
が
．
廿
民
は
書
院
と
満
鉄
と
れ
然
科
学
研

究
所
在
で
何
と
か
す
る
ん
だ
そ
う
だ

q

今
西
大
分
脱
線
し
た
け
れ
ど
、
口
宮
崎
時
代
は
色
々
の
意

味
で
思
い
出
深
い
ね
。
符
沢
な
ど
は
飲
ん
だ
方
で
む
恩

い
出
が
多
い
ど
ろ
う

－
a
3
3
r、
・
－
、
，

z

’

A
弘
、
．
、
い

l
j
I

J
v
p
s
υ
a

、
・

t
d

・
、
，
A

’
W
U
4
4
0
1

主
く
飲
h
U仁
川
・
つ
な
あ
←

附
叩
問
書
院
が
長
崎
に
わ
っ
て
．
れ
で
ん

u
hや
館
、
京
町
怖
が

大
九
日
・
流
行
っ
た
・
て
う
に

υ
い
れ
ど
、
－FU
mし
仰
守
備
け
だ

そ
・
7

だ
。

川
中
何
と
否
っ
て
も
必
院
生
に
は
活
気
が
冷
勺
た
上

t

叫
制
柚
明
会

今
向
今
瓜
め

M
M内
川
・
氏
五
日
川h
M
A人

γ
U
H
a
r
ιっと
・
仏

い
ね
．
ト
三
万
件
と
か
j
υ
っ
た
ろ
う

孫
附
噛
崎
山
川
い
初
め
て
此
旬
、htご
．
・
山
内
政
納
町
刊
の
ぬ
倒
閣

々
お
H
門
h
r」正
v
n
一
一
人
二
、
．M
舟
航
．
作
山
H
郎
、
l

院
．
ぞ
れ
・
り
の
け
院
にIW
館
、
糾
U
1
飢
由
附
土T
h叫
刊
な
住

山
仰
を
作HM凧
に
・
）
〆
＼
村
山
竺
作
れ
が
“
附
・

λ
き
も
川
町
な
恒
例
”
守

合
ふ
い
て
い
r
円
、
ハ
ルH
r
’
附
に
μ
本
附
仁
1

い
な
わ
・

問
h
V
A
1
h
～
トa
h
H

批
判
池
時
計
山
け
の
上
に
は
μ

山
九
の
似
が
削
臼
酬
と
依
っ
て
い

た
J

《

立
吃
こ
の
辺
帆
刊
は
札
H
h・
苫
悦
告
白
川
ハ
イ
q

に
μ
一
イ
広

十
ざ
る
位
だ
以
コ

泡
的
内

r

・
今
日
内
部
十
ハ
F

村
山
q
H
H
日
中
れ
ど
い
な

か
っ
た
ね
L

m
似
合
一
）
伊

K
M
刊
の
－K
時
が
内
お
小
川f
忙
刊
の
伐
＋u
b－

L
q
m
い
た
と
か
C

正
月
か
－
H

凡
L
H
H’
討
に
州
’0
・
て
・
門
，

＆r’
』
。

回
中
そ
う
か
．
山
川
口
市
町
小
岐
に
小
学
問
山
千
九
伎
が
防

似
し
亡
い
る
・
η

ぶ
阪
や
か

f
Q

い
れ
叫

A－
w
だ
h叫
ん

ど
う
什
一
－
一
九
九
ど
っ
ご
約
－v
rハ
ヘ
ト
一
リ
て
い
る
んk
h
’

H
h川
町
1

ラ
イ
御
然
心
戸
れ

u
h
－
－

h
q
山
々
の
L

に
前

途
絶
・
山
山
川
刈
で
e
h・1

、
ご
い
れ
や
か
い
リ

問
中
防
犯
、
A
U－
－
九

峰
崎
実
際
八

J
M
q山
実
録
パ
ぷ
叩
本
品
川
に
『
品
川
K

り
」
・
2
d

う
こ
・
ど
に
な
っ
允
ね
，

お
秘
ま
あ
そ
ん
な
所
だ
＝
令
後
ば
大
地

f

に
な
る
し

1

．
氾

は
広
く
な
る
し
、
取
の
方
も
品
川
上
り
は
良
い
ね
c

山
司
－
V
1

と
白
川
市
川
宅
と
別
で
的
人
・

M
Mだ
か
ら
制
合
法
付
く
よ
。

宮
沢
東
の
名
だ
け
ど
、
今
度
の
高
岡
山
市
、
北
策
、
剣
山
市
と

言
う
よ
り
‘
矢
綴
り
前
の

w聞
に
鴨
川
恒
由
市
‘
昭
唖
由
市
．
明

！
一
H
U
1句
t
’
2.... 

i
、
u
、
．

4

・

1
1
6
H
h
v
，

a
v・
向
“

.. ,. 

川
盟
由
明
．
艇
長
夜
、
似
必
』
由
常
・
と
す
り
つ
ト
刀
が
円
日
い
ね
。

札
川
川
山
川
の
仙
叫
け
た
棋
の
れ
合
そ
の
t
t

←
つ
け
る
の
も
オ

力
シ
イ
な
ら
市
れ
を
わ
チ
ー
か
ん
一
師
時
限
サ
れ
ば
向
日
い
上

U

｛
同
沢
学
校
内
に
病
院
必
備
え
っ
日
て
い
る
の
は
少
な
い

だ
み
う
ね

u
h花
そ
れ
に

M
U
H
｛
山
開
穏
な
）
なru渦
川
糊
品
川
一
二
人
い
る

I
V
h
e
ご
、

川m
U
1
H

川
町
・J
止
月
は

t

市
川f

こ
い
る

t

．
茂
山
川
，
Y
叫
し

I
I
l
l

－
－
・

4

サ
叶
i

叫
h
a

－
－
－
・
，
・

J
自

J
－
，

れ
ば
ホ
ル
で
う
ど
ん
で
も
ぜ
ん

5
い
で
も
寸
し
で

も
‘
げ
K

妙
内
μ
h
．
仙
げM惜
し
」L
A依
の
も
の

μ
食
え
る
し

・
4

w円
相
明
兎
に
品
円
先
殻
な
ど
も
此
凶
引
の
お
院
は
よ
く
な
っ
た

も
の
だ
・
と
よ
〈

J日
・
す
に
。

抽
州
屯
吋
舗
も
々
げ
が
に
ふ
酌
r
u
h
r
－
勺
わ
。

人
，
内
そ
ん
な
ら
、
と
の
辺
で
一
つ
宿
生
活
の
．
作
ゐ

4

話

し
て
院
い
ま
し

L

う

h
r

・
－

新
入
生
入
学

附
似
（
一
一
）
新
人
中
山
円
安
る
の
は
内
川MH

渇
ぎ
だ
れ
。

新
作
全
く
あ
れ
は
待
ち
こ
が
れ
る
ね
特
に
．
一
年
生
は

哨
川
分
が
川
市Kる
土
庁
う
の
ご

的
池
山
川

l
n

山
新
人
生
A
e
m市
以
ι
悠
ま
っ
て

M
1

会
長
近
衛
公
の
お
話
を
削
い
た
後
．
東
京
見
物
、
そ
れ

か
ら
伊
め
・
広
岡
川
、
ふ
へ
出
問
、
仰
い
ど

l
u

余
り
の
内
抽
出

旅
行
a
h愉
快
だ
ね

山M
n沢
伸
一
円
か
ら
地
内
聞
丸
で
愈
々
鮎
山
山
寸
る
時
は
、
俺
淋

し
い
と
行
う
気
持
h叫
ん
て
全
然
な
く
、
什
凶
作
中
が
然
く

な
る
係
な
‘

h
z
m川
川3
あ
が
っ
亡
く
る
係
な
感
じ
が
し

た
上

u

保
協
愈
々
上
海
に
首
い
て
内
動
車
に
分
乗
し
・
共
同
組

作
、
仏
制
作
そ
泊
三
、
お
院
’
品
約
m

．

h
g
外
を
必
る

山
川
の
総
子
は
件
付
ら
し
い
も
ん
だ
ね
。

前
判
池
尚
子
佼
へ
い
む
い
売
ら
上
級
生
が
門
の
両
側
で
狛
手
で

向
山
え
て
く
れ
る
。
慢
竹
．
か
ボ
ン
ボ
ン
嶋
る
‘u
m
し
の

県
人
会
紘
を

3

し
上
げ
て
名
を
呼
ん
で
く
れ
る
。
う
れ

し
そ
う
な
上
級
生
の
績
を
見
た
ら
釘
躍
酷
か
っ
た
ね
。

川
相
明
（
削
剛
）
所
が
そ
の
晩
歓
迎
の
由
市
旭
り
Aス
ト
ー
ム

V

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
艇
を
冷
や
す
の
も
い
る
ね
。

（，；）~蔀瓜：取！色峨 2時



〈
コ
ラ
ム
内
の
3
V

支
烈
締

佐
川
町
・
作T
中
が
れ
前
て
一
週
間
d
h十
る
ル
一
『γ
！

γ
l
E

お
山
川
怖
が
叫4F
山
寸
れ

A
γ
l
γ
l
y
一
主
航
治
山
内
仰

の
納
付
す
る
・
－T
）

山
町
制
（
．
一
）
こ
ん
た
えm
M
L天
．f
e
u
mだ
ね
夕
食
住

一
時
制
半
牧
・
割
引
単
的
問w
．
－
一
年
生
が
や
h
T干
の
相

手
を
し
て
立
H
読
の
持
制
け
だ
か
ら
ね

凶m
m

タ
ト
刀
－
一
昨
聞
か
ら
か
か
っ
て
や
っ
と
読
め
る
伐
に

な
O
て
い
て
も
．
品
、
の
刷
江
川
聞
に
は
a
h・
7

人
で
必
め
た

、
ー
ν
J
明
ド
0
．
，
斗
占

L
J
f
1

・

t

m
品
開
お
院
内
正
郎
み
は
正
に
U
人
ド
→
だ
J

伐
山
そ
り
ゃ
勿
誌
ム
ム

今
両
刷
も
世
間
・
←
町
内
土
郎
訟
の
試
験
一

k
b
k
た
－
一U

一
川
阿
川
的

仰
訳
』
だ
か
ら
な
あ
．
こ
れ
で
抑
制
え
ら
・
れ
る
ん
だ
か
ら

殺
々
も
ツ
ラ
イ
と
・
一
日
う
わ
け
だ
。

運
動
会
‘
演
劇
会

浦
町
昨
年
・h
月
の
中
頃
に
運
動
会
が
あ
る
れ
こ
の
必
動

九
五
は
興
味
本
山
正
し
か
ら
釦
U
A
U
本
人
民
減
）
か
ら
日

本
人
が
ワ
ン
庁
－r
抑
し
か
け
て
く
る
し
外
人
や
－
h
A
m人

な
ど
も

M
m
v
l
H
見
物
に
来
て
．
こ
の
”
は
お
院
e
h前
中
や
か

に
な
る
ね

J

図
版
会
一
｝
廿
晶
君
の
織
に
巡
動
会
そ
っ
ち
の
け
で
民
館

す
る
の
も
出
て
く
る
し
：
：
：
。

加
油
相
続
午
が
す
べ
て
学
生
対
抗
に
な
っ
て
い
て
お
山
…
計

情
悼
の
払
山
市
、
崎
町
勝
争
年
に
賞
金
が
あ
る
か
ら
太
計
四
を
タ

タ
ク
や
ら
策
協
を
円
九
制
す
や
ら
、
仰
を
ネ
に
つ
け
て

依
り
出
す
奴
や
ら
で
応
凶
怖
が
愉
快
だ
ね
。

w
J川
明
滅
刷
会
も
そ
の
頃
だ
っ
た
ろ
う
。

浅
山
今
年
は
事
変
の
関
係
で
無
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
れ

も
一
等
は
二
一
十
円
程
の
賞
金
が
つ
い
て
い
る
の
で
山
内
張

り
切
っ
て
、
玄
人
は
だ
し
の
ぶ
叩
虐
行
も
い
て
大
・
川
ふ
そ

う
な
ら
せ
る
と
古
う
の
も
山
て
来
る
わ
”

穴
熊
行

A
s．
内
そ
の
中
に
六
月
比
な
る
と
い
法
問
年
午
の
大
作
肌
行

川
官
官W
L”

h
M山
沢
あ
の
大
山
脈
仔
送
別
の
飲
は
実
に
内
H
い
ね

e

で
歌
お
う
か
。

｛
一
｝
山
風
吹
け
吹
け
酔
時
間
開
反

中
寸
の
岬
阜
市
に
や
れ
が
終
る
る

低
絵
仰
い
ら
十
川
，
ル
に

仰
げ
川
見γ
に
雄
山
戸

｛φ

一
－
ぱ
ん
に
忘
り
よ
か
は
貯
恨
の

，
川a
A
XいM
m
fさ
A

が
U

仁
川
削
る

円
以
’A満
ち
た
る
山
川
帥
聞
の
唄
は

何
処
で
飲
ん
だ
か
泊
臭
い

附
世
抗
岡
大
山
壮
行
は
何
と
ば
っ
て
も
お
院
の
依
で
す
ね

J

調
川
県
仰
さ
ん
や
．
m
山
て
ぜ
ん
μ
今
年
じ
ど
の
卜
H
V印
で
し

た
り
1け
A
V

州
問
俺
は
怜
め
品
開
制
で
一
ヶ
月
－
也
く
川
町
怖
の
F

伝
い
を

し
て
い
た
。
そ
の
聞
の
尚
も
ド
則
自
い
ん
だ
け
ど
．
W
の

関
係
で
ぷ
せ
な
い
よ
。
そ
れ
か
ら
北
支
を
ず
っ
と
泊
っ

て
後
十
u
は
包
煩
ま
で
行
っ
た
よ
e

抽
出
主
に
も
会
っ
て
話

し
て
来
た
c

四
州
洲
は
ハd
Mピ
ン
迄
行
っ
て
帰
っ
た
の
が

八
月
の
．
一
十
日
頃
だ
っ
た
。

川
小
俺

H
h創
作
曲
m
T
b
A
W
店
て
人
？
行
っ
た
が
、
台
湾
’
T

縦
断
し
て
持
泌
て
広
収
は
迫
感
し
ご
剛
山
け
の
ん
の
メ

グ
ン
．
メ
ャ
ゾ
ク
．
リ
マ
ラ
ン
．
ス
ラ
バ
ヤ
．

7
ニ
÷
7．

そ
の
他
符
地
あ
ら
こ
ん
と
三
ヶ
月
ば
か
り
削
っ
て
い
た

ら
上
海
に
帰
っ
た
の
が
八
月
ト
主
だ
っ
た
か
ら
家
へ
は
州

ら
ず
終
い
だ
っ
た
“

川
町
間
終
行
中
に
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入
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。
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それによれば、佐も多いのは「自由」であり、束縛され
その上うな書院生前の中で書院の教育の特徴がどの点に

あったのかの同容をまとめたのが第一一衣である。

そのほか、それぞれ数はそれほど多くないが他の多くの而に力を注いだ傑子も呼かびト．がり、古院生活で待人がTnかを掘歌したといえる。

語学はいうまでもなく中国語、前述したように教室だけでなく、前生活の山中でもトレーニングが行なわれた。また勉学では一－一四一期午にそのウー一イトが低いが、卒業年次にu中戦争があり、「大旅行」は中断し、長崎の仮校舎へ移転し、「大旅行」の報告書会まとめるチャンスを失ったことが反映したものと思われる。また四五、阿ぃハ期生は予科も専門部も勉学のウェイトが低いが、戦争激化の中で授業を受けるチャンスが激減したこ去のあらわれであり、「力会人れられず残念』という回答も八人みられたことがそれ合寝付けているe

それに上る去、肢も力会人れたのはクラブ活動と必学、それに勉学Lしい・つ三本住が浮かび上がるコクヲブ活動はほとんど全員が参加し．とくにスポーツ系にはカが入ったという。柔道、剣道、硬式陛球、軟式隠球‘好球、耽球、弓道、角力．山川崎艇、・ぶ郎、卓球、時k椀佳、臨球、ラグビー、講演、学長．立H来、その他山クラブがあ旬、スポーツクラブの中には上泌だけでなく、内地主でも述征し対抗戦に参加し好成績をあげるケースもあった3 以ト．のような学生生活の中で品も力企入れた分野についての川符合抗一O友に主止めたら なったといえるだろう。第 10 表 入学後カを入れた分野（領数回答含む）
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学芸部．学友会 ・旬) ., 
9 
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飲 摘 4 
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“・
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第 11 表書院教育の特色について
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第 12 表 書院教育のよかった点
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ず
自
由
に
勉
学
に
打
ち
込
め
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

2

そ
れ
は

「
自
主
性
」
や
「
広
い
視
野
」
と
も
関
係
す
ろ
。
戦
時
色
が
濃
厚
に
な

る
と
、
内
地
で
は
市
川
主
義
ド
で
の
出
版
・
一
－z
川
論
の
悦
制
が
厳
し
く

た
り
‘
大
学
か
ら
一
心
仙
則
さ
れ
た
教
師
七
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

ι

し
か

し
、
書
院
は
文
部
省
の
管
轄
で
は
な
く
外
部
省
の
管
結
で
あ
っ
た
こ

と
や
内
地
で
な
く
国
際
都
市
卜
．
海
に
あ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
学

問
や
思
忠
の
・
村
山
が
み
ら
れ
た
“
市
内
の
書
店
で
は
内
地
で
発
村
氏
本

に
な
っ
て
い
た
社
会
主
詫
間
係
の
書
物
七
－H
山
に
手
に
人
っ
た
。
そ

ん
な
中
で
学
内
に
社
会
主
義
泌
動
に
問
心
を
も
っ
グ
ル
ー
プ
も
あ

り
、
一
九
－
一
一O
年
と
一
九
一
二
三
年
に
は
μ
f乍
が
験
挙
さ
れ
る
事
件
が

生
じ
て
い
る
の

次
い
で
「
語
学
教
育
」
が
多
い
が
、
こ
れ
に
「
実
用
教
育
」
を
加

え
る
と
、
実
川
的
語
学
教
育
が
お
院
教
育
を
肢
も
代
夫
す
る
こ
と
に

な
る
。
股
業
時
間
も
中
国
川
川
教
白
に
多
く
が
わ
允
当
さ
れ
．
書
院
の
中

国
語
教
育
は
よ
く
知
ら
れ
た
特
色
で
あ
っ
た

t

ま
た
「
上
下
級
生
の
一
体
性
」
、
「
人
絡
・
人
間
教
育
ぺ
「
教
師
と

学
生
と
の
交
流
」
な
ど
の
凶
符
は
む
う
一
つ
の
書
院
教
育
の
特
色
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
く
に
「
教
師
と
学
生
と
の
交
流
」
に

つ
い
て
は
、
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
教
師
も
同
．
キ
ヤ
ン
ハ
ス
内
に
生

活
し
て
お
り
、
教
宅
外
で
も
日
常
的
に
学
生
と
の
接
点
が
あ
っ
た
こ

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

第
一
二
表
は
以
上
の
よ
う
な
書
院
教
育
の
巾
で
、
そ
の
す
ぐ
れ
た

点
に
つ
い
て
の
阿
答
を
ま
と
め
た
も
の

c

そ
れ
に
よ
る
と
‘
肌
倒
的

に
A
K策
制
に
よ
る
教
育
と
そ
れ
を
ベ
l

ス
に
し
た
上
級
生
が
ド
級
生

に
教
育
す
る
中
同
話
発
背
と
中
凶
語
教
育
の
シ
ス
テ
ム
を
が
倒
し
て

い
る
む
そ
れ
は
今
日
の
大
学
教
育
で
は
完
全
に
欠
法
し
た
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
、
そ
の
分
、
書
院
教
育
の
特
色
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
そ

れ
は
ま
た
書
院
生
の
同
窓
意
離
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た

c

そ
の
他
で
は
「
大
旅
行
」
や
そ
れ
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
実
地
教

山
ど
も
あ
わ
せ
て
大
き
な
特
色
と
し
て
認
叫
附
さ
れ
て
い
る
ョ
ま
た
、

第
一
一
袋
小
で
も
大
き
な
比
率
を
占
め
た
「
人
栴
形
成
」
‘
「
教
師
と

学
生
と
の
交
流
」
、
「
精
神
教
育
」
、
「
山
崎
学
精
神
」
な
ど
人
間
関
係
に

か
か
わ
る
教
育
へ
の
評
価
も
あ
わ
せ
る
と
五

O
件
を
こ
え
、
こ
れ
も

尚
く
評
価
さ
れ
た
寿
院
教
育
の
．
つ
’
と
し
て
評
価
さ
れ
た
と
い
え

る
。以

上
の
よ
う
に
書
院
教
訂
に
は
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
り
‘
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
書
院
教
育
の
す
ぐ
れ
た
点
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
慨
し
て
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
書
院
の

キ
ャ
ン
パ
ス
も
す
ぐ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
こ
司
、
工
夫
さ
れ

展
開
さ
れ
た
教
η
シ
ス
テ
ム
が
尚
く
評
価
さ
れ
た
と
コ
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
た
教
育
シ
ス
テ
ム
の
恨
ほ
に
は
荒
厄
柿
か

ら
俄
津
一
の
手
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
継
承
さ
れ
た
建
学
の
梢
神
が

あ
り
、
そ
れ
に
東
亜
同
文
会
の
主
旨
も
加
わ
り
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う

な
教
育
シ
ス
テ
ム
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
前
掲

第
一
一
、
一
－
一
次
の
書
院
教
育
の
特
色
や
そ
の
す
ぐ
れ
た
点
に
関
す

る
剛
容
の
中
に
も
「
也
学
の
柑
仲
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に

第
一
一
表
で
は
、
そ
れ
に
閲
す
る
「
精
神
教
育
と
礼
儀
」
‘
「
人
間
教

育
、
知
育
と
徳
育
」
、
「
日
中
ア
ジ
ア
の
親
善
」
な
ど
の
田
容
を
加
え

る
と
七

O
件
ほ
ど
に
な
り
、
書
院
教
育
の
大
き
な
住
と
な
り
、
そ
れ

が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
総
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

ο

そ
れ
は
全
体
と
し
て
ま
と
め
れ
ば
「
書
院
柑
仰
』
と
い
う
こ
と
で

表
現
出
来
、
建
学
の
精
神
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
古
っ
て
よ
い

3

そ
こ
で
第
二
二
表
で
は
そ
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
『
書
院
の
精

神
』
に
つ
い
て
の
具
体
的
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か

33 借金／nlZ おはな草生v,f).J,lc 阪‘U,fu1'：：奮は辛烹：t’.，， fシヤー 1・沼先－~・ら←
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出

リ
u
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J
q
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サ
回
目
E
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R
u
－4
2
ι

ぅ
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-, 

ー
い
川
市

ρ
n
H内e
d
n
p
L
M
q
句
U

コ“ 1 16 

同d

リ
－
－
E
9

“

－
A

叫7・

1容

携
す
解
熊
楠
仰
従
ム
以
仙
川
仰
神
成
笹
神
ア
い
い
路
他
い
人
－

ー
想
L
C

9
の
J
J

～
情
義
椅
ニ
進
々
一

川
町J
rへ
と
t
i

二
同
道
術
一
川
川

＼
刀
成
の
と
マ
王
人
の
オ
の
の
ら
一
記
一

中

7
h
r形

i
一
と
・
街
一
合

／

i
I

際
欣
イ
本
か
一

ン
乱
絡
f
I

ユ
沖
←

臼
ア
中
入
浴
自
ヒ
拘
恨
近
国
独
院
パ
白
日
そ
わ
無
一

内

（！仰5 ！ドｷ,ｷ ＞ケートより ll'/J~ ）

に
つ
い
て
の
凶
芥
を
ま
と
め
た
り

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
が
、
「
日
中
提
携
」
で

あ
り
、
そ
れ
に
「
ア
ジ
ア
を
興
ナ
＼
「
中
間
ア
ジ
ア
へ
の
珂
併
」
を

加
え
る
と
全
体
の
制
答
数
の
過
半
を
占
め
る
。
そ
こ
に
建
学
の
精

神
、
池
山
下
山
日
的
が
剛
山
解
さ
れ
た
形
で
火
刑
切
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

上
い
。
支
た
、
「
人
裕
形
成
と
礼
儀
」
、
「
な
仕
の
精
神
」
、
ァM
向
と
寛

引
け
」
、
ご
刊
L
L
一
団
結
」
、
「
M
m
mの
王
道
州
仲
」
な
ど
に
あ
ら
わ
さ
れ
る

精
神
教
育
は
教
育
方
法
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
書
院
精
神
と
し
て
環

制
刑
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
内
院
の
述
学
精
神
は
「
創
刊
学
要
旨
」
ー
と
「
立
教
綱
領
」
に
示
さ
れ

h
r
・
？
っ
「
州
立
r
川
弘
行
」
は
也
八
十
の
川
沖
合
あ
ら
わ
し
、

「
中
外
ノ
実
学
ヲ
誠
シ
テ
、
中
日
ノ
英
才
ヲ
教
ヱ
、
一
ニ
ハ
以
テ
中

凶
市
教
ノ
民
ヲ
制
一
ア
、
．
ニ
ハ
以
一
ア
小
川
鮒
脇
ノ
悦
ヲ
凶
ム
。
期
ス

ル
所
ハ
中
国
ヲ
保
全
シ
テ
、
東
亜
久
山
K・
ノ
策
ヲ
定
メ
‘
（
子
内
永
和
ノ

仙
川
ヲh
u
ツ
ル
ユ
住
リ
」

’Y
一
示
し
て
い
る
、

中1

時
山
出
札
L

」
混
迷
す
る
隣
国
山
中
同
に
対
寸
る
n

中
川
陀
批
に
よ
る

安
定
化
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
主
旨
で
あ
り
‘
回
答
の
中
で
圧
倒
的
多

紋
を
山
山
た
「
日
中
川
従
供
」
は
こ
の
也
八
千
の
制
柚
仰
を
見
事
に
汲
み
理

解
し
て
い
た
も
の
と
い
え
る
，

主
た
‘
「
心
児
教
要
綱
」
は
、

「
徳
教
ヲ
経
ト
為
シ
、
聖
経
賢
伝
ニ
拠
リ
テ
之
ヲ
施
シ
‘
相H引
円
ヲ
緯

ト
入
パ
シ
．
特
ニ
中
川
学
生
ニ
授
ク
ル
ニ
ハ
日
本
ノ
コ
必
文
章
、
楽
凶

／
百
科
実
刑
ノ
学
ヲ
以
テ
シ
、

H
4

一
学
生
ニ
ハ
中
英
ノ
言
語
文
車
及

ヒ
中
外
ノ
制
度
徐
合
、
市
仁
務
ノ
．
品
店
ヲ
以
テ
ス
。
期
ス
ル
所
ハ
、
各

自
ニ
通
達
強
立
シ
‘
国
家
布
別
ノ
士
、
当
世
必
・
滞
ノ
才
ト
成
ル
ニ
在

ル
」
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と
示
し
、
具
体
的
な
教
育
方
法
が
儒
学
を
ベ
l

ス
に
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
る

c

こ
の
「
輿
学
要
旨
」
と
『
立
教
綱
要
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
建
学
目
的

と
そ
れ
会
実
現
す
る
た
め
の
教
育
方
訟
を
明
示
し
て
お
り
．
両
省
を

あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
院
教
育
の
根
幹
を
な
す
と
い
う
す
ぐ
れ

た
附
成
に
な
っ
て
い
る
の
そ
こ
に
む
書
院
教
育
の
実
践
性
が
十
分
に

読
み
と
れ
る
。

今
日
の
H

本
の
大
学
が
抽
象
化
さ
れ
た
治
学
の
鮒
仰
を
唱
え
て

も
‘
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
教
育
方
法
を
打
ち
出
せ
な
い
状
況
が
大

学
教
育
を
あ
い
ま
い
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
書
院
の
ぬ

げ
た
教
育
目
的
と
方
法
は
、
時
代
性
が
あ
っ
た
と
は
い
え
今
日
再
評

価
さ
れ
る
べ
き
存
血
で
あ
っ
た
と
い
う
ニ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
回
答
は
、
以
上
の
円
的
と
い
刀
法
の
二
つ
か
ら

な
る
書
院
精
神
を
的
確
に
表
現
し
て
お
り
、
書
院
生
の
多
く
が
こ
の

建
学
精
神
と
教
育
方
訟
を
書
院
教
育
の
中
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

，－、．

ー
一、．，，

中
国
語
教
育

以上のような書院教育の目的の中で、中国語教育は当然必要不可欠な存在であった。それは前掲第一一安の書院教育の特色の中でも、また第一一一交の書院教育のすぐれた点の山中でも多くの書院生が同意した点であるゆ第一四表は書院における中国語教育のすぐれた点につい
ての岡容をまとめたもの。多くの項目が並ぶがそれだけ中

国語教育の内海が多彩でもゐったといえる3

そのうち肢も多いのは、「策の中での上級生が新入生に
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書院が上海にあった点、書院の外でルトしの中国絹にふれることが出来たのもメリットであったことが回答か・リもわか
る。ただし、書院で学ぶ中国間は北京行拍であり、上海で

は上海語が用いられ、書院生速は週末に外出するさいには

このテキストの中には、後述する「大旅行』のさいに川いる知事への掠拶文々ど、「大旅行」で実践できる実閉会話も一含まれ、全体としとの書院数奇のカリキュラムに沿った編集がなされていたともいえる“

－申告た、上位の評価を受けている「実用会話」と｛実地での刊件」は、お院教hHがめざすれ小川のは坊主傍釘集成にとって重要であった、そのためのテキストである『俵語釈制」はそのような実用的会請をベiスにして加悦さ・引い、生きた中国語会話のテキストとして改訂されつつ書院宗wmテキストとして完成された教科書へと発展したU

また、それに悶述して中凶沼の託業時聞が多く、しか仁中山人と日本人の両方の教師が同じ綬業の中で教育するユ一一lクな方法が採川されていたことも叫がであった’－とがわかるcそのさい．中同語教師による発行中心のマンッ。マンの段業七評価される点Eして弔げられており、その他の目答421口めるレ六中国語の教育方法に色々な工夫のなされていた－－どがわかるJ
第 15 表 中国語学習
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l:i ｷlti 

l’t ’が :~8 ~ 33 :H .Iii 3!1 ＂°・II -1a f-1 ド WI”！ Tｷ F干 j リ11"1 ←f・ 11: ,),:J”! 
一ーー－－.

ソスターできた i -”'): ‘M ’ 5 ＝、 -, :!8 
設E

t ずまず 20 9 :.!O 1ｷ1 i 10 ti 106 院の
t：： んと治、 日 。l l 五 7 日 10 6 7 i 10 5 ー・》 95 

学tt ’ スタ 一部だけ -, 6 ・・．予 8 5 II lfi! :i 9 Iii 6 3 90 
の｜ できなヵ、った

‘・
5 7 3 33 

中状
(iii i兄 f、 l担J リー 3 ・》 3 3 っ： I: 2 ゆっ

‘田·： . 
2鈴

it ,H 
. 

19 i :10 15 ・ 1 I .JI 38 :lJ 3:l 2・“> :1 ・I: l!I :178 

現(E して L、る 10 2 自 8 11 勾I 6 11 6 2 ・ 9 fi i 3 95 

E年々 II 7 15 16 :.> 8 1ｷ1 8 6 4 110 
tド
あ去りしない 2 3 10 ー 4 II 5 7 ？．っ~ 11」

Mt し ti: L 、 Iii 2 I:! 10 6 6 3 fi; :.! 6 ,’ 3 84 
ぴ〉

2 i :l 
勉強を

不 tlJJ 包・J ’白> 2 17 
. 

19) 30 合計 -11 15 ｷ15 38 2ｷ1 :n :l:l りuの- :i.t; 19 15 ・ l I :178 

( 1995 ffアンケートよ句作成）

r,;ix ＆；：主；（！ ＇.~骨！ 36 



上
海
語
も
実
践
の
中
で
身
に
つ
け
、
そ
の
よ
う
な
方
言
へ
の
対
応

が
．
「
大
旅
行
」
の
さ
い
各
地
の
H
J討
に
接
し
た
時
の
応
用
力
に
も

な
っ
た
と
七
い
う

J

こ
の
よ
う
な
中
国
語
教
育
で
、
中
国
請
を
ど
の
程
度
支
で
マ
ス

タ
ー
で
き
た

L

」
白
己
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
かω

そ
の
例
符
身
不
し

た
の
が
第
一
五
夫
で
あ
る

s

同
夫
に
は
現
段
階
で
の
中
国
語
ど
の
時

点
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
ぶ
し
た
の

ま
ず
、
寿
院
で
の
中
国
認
の
マ
ス
タ
ー
状
況
は
「
ま
ず
支
ず
」
、

「
な
ん
と
か
」
、
「
一
部
だ
け
」
と
い
う
レ
ベ
ル
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
は
書
院
生
時
代
の
方
が
マ
ス
タ
ー
し
た
レ
ベ
ル
が
尚

く
．
書
院
生
時
代
の
中
国
語
教
育
が
よ
り
微
ほ
し
て
行
な
わ
れ
た
ニ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
書
院
大
学
生
時
代
に
な
る
と

臼
己
封
筒
の
レ
ベ
ル
は
や
や
下
が
っ
て
い
あ
。
大
学
べ
の
P
H
怖
が
教

育
内
容
を
改
変
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
戦
時
下

c
h
業
が

次
第
に
不
十
分
に
た
っ
て
い
っ
た
外
部
原
境
の
影
響
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う

c

一
方
、
「
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
同
容
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で

筆
者
の
卒
業
生
と
の
面
接
の
さ
い
に
も
、
「
ど
う
し
て
も
中
国
誌
が

合
わ
な
い
」
学
生
も
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
主
た

諸
般
の
事
情
で
授
業
を
十
分
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
も
あ
っ
た
と

い
・7
0

同
表
の
下
半
分
は
、
現
在
に
お
け
る
中
国
語
と
の
接
点
の
回
答
分

を
示
し
た
も
の
。
全
体
と
し
て
は
今
日
な
お
中
川
必
に
間
心
を
も

ち
、
中
国
語
を
勉
強
し
て
い
る
ホ
業
生
が
過
半
を
占
め
、
そ
こ
に
書

院
教
育
の
成
果
と
、
k

－
た
卒
業
後
七
中
凶
と
か
か
わ
っ
た
本
業
生
の

方
々
の
気
持
が
十
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
「
こ
の
後
半

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
報
告
の
後
半
で
間
辿
的
に
ふ
れ
る

n

「
大
旅
行
」
を
め
ぐ
っ
て

書
院
教
育
の
中
で
「
大
旅
行
』
行
事
七
大
き
な
特
色
で
あ
っ
た
ロ

そ
こ
で
こ
こ
で
は
京
を
独
な
さ
せ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
従
っ
て
そ
の
回

芥
内
容
を
み
て
み
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
書
院
の
「
大
旅
行
』
は
一
九

O
瓦
年
〈
明
治

：
一
八
年
）
に
入
学
し
た
五
期
生
が
そ
の
於
終
学
年
（
二
一
年
午
）
の
時

か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。

そ
の
発
端
は
上
海
や
泌
ロ
な
ど
の
都
市
で
の
商
業
慣
行
訓
育
や
青

島
、
天
泳
、
北
京
な
ど
へ
の
修
学
旅
行
に
あ
っ
た

ε

し
か
し
、
書
院

伎
の
中
に
は
も
っ
と
広
く
中
凶
会
見
聞
し
た
い
と
い
う
熱
怠
を
も
っ

て
休
暇
中
に
数
人
で
各
地
を
旅
行
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
、
次
第
に
そ

の
よ
う
な
書
院
生
の
熱
望
が
尚
ま
っ
た
り
し
か
し
、
そ
れ
に
は
多
く

の
経
費
を
必
要
と
し
、
開
学
当
初
の
書
院
に
は
そ
の
よ
う
な
資
金
は

な
か
っ
た

c

そ
れ
を
打
山
慨
し
た
の
が
二
期
生
林
出
賢
次
郎
、
波
多
野

ら
五
人
の
卒
業
直
後
の
西
峻
へ
の
調
査
旅
行
で
あ
っ
た
。
折
か
ら
の

日
英
同
開
ト
．
日
係
問
係
の
味
鋭
ド
で
凶
域
へ
の
蕗
国
勢
力
の
浸
透

状
況
に
関
す
る
英
国
か
ら
の
外
務
省
へ
の
調
査
依
頼
を
恨
津
院
長
が

受
け
、
そ
れ
を
五
人
へ
托
し
た
も
の
で
あ
る

c

そ
れ
は
一
一
年
間
に
及

ぶ
辛
苦
の
旅
で
あ

h
よ
そ
の
成
功
が
書
院
生
に
刺
激
を
与
え
、
外
務

行
か
ら
の
鍬
償
と
の
ち
の
助
成
金
が
「
大
旅
行
」
を
可
能
に
し
た
。

「
大
旅
行
」
は
最
終
学
年
の
長
大
行
事
と
し
て
恒
例
化
し
、
各
年
各

班
が
作
成
す
る
調
布
m
m告
書
は
『
支
郷
小
円
別
余
郡
ぼ
や
『
新
修
文
郎

省
別
全
政V
の
貴
重
な
資
料
と
も
な
り
、
そ
れ
を
ベ

l
ス
に
し
て

「
文
加
研
究
部
」
と
し
て
の
中
同
に
関
す
る
研
究
所
と
そ
の
研
究
紀

37 ,i.(,j王＇＇＂士貧民翠$＼＇.主，，，削除－ 11(',\;f,iJ-Z首：：；：キ：建生へ山fンケート調査から



変
で
あ
る
「
支
郎
研
究
」
も
創
・
刊
さ
れ
、
そ
れ
が
お
院
の
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
体
制
を
生
み
出
し
て
い
く
契
機
に
も
な
っ
た
一

毎
年
、
数
人
か
ら
じ
、
八
人
の
班
が
．

O
M
，
か
ら
一
一o
m
u日
比
々
。

れ
、
中
国
各
地
へ
散
っ
た

π

丘
、
六
月
に
出
発
し
、
夏
季
休
暇
中
も

利
川
ず
る

J
・
一
カ
月
ほ
ど
の
ま
さ
に
徒
渉
に
上
る
山
中
国
大
地
を
渉
く
旅

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て
の
調
査
報
告
書
が
各
テ

l

マ
に

し
た
が
っ
て
手
書
き
で
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
二
O
世
紀
前
半
期
の
中
国
は
、
と
り
わ
け
民
国
期
以
降
は
旬

開
に
上
る
内
戦
と
そ
の
社
会
的
出
札
の
中
か
ら
派
生
し
た
上
限
の
山

没
す
る
治
安
の
悪
い
危
険
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
を
書
院
生

は
自
ら
計
州
立
惜
別
し
た
ゾ
ラ
ン
に
し
た
が
い
文
学
道
り
口
険
旅
行
を

す
す
め
、
中
に
は
内
乱
に
巻
き
込
古
滑
れ
た
り
、
土
匪
に
遭
遇
し
て
身

ぐ
る
み
剥
が
さ
れ
た
り
し
た
危
険
な
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
が
、
約
問
下

人
余
り
が
参
加
し
、
七
（
）
O
コ
l

ス
に
も
及
ん
だ
ニ
の
伝
統
化
さ
れ

た
「
大
旅
行
」
で
の
犯
行
は

a

人
も
山
な
い
と
い
う
奇
蹟
に
近
い
状

況
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
書
院
大
学
時
代
に
設
け
ら
れ
た
噂
部
門
の

J

九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
の
ア
パ
旅
行
」
で
一
人
が
包
蝋
付
近

で
敵
襲
を
受
け
死
亡
す
る
事
件
が
生
じ
て
い
る

J

と
は
い
え
、
全
体

と
し
て
は
班
情
成
に
よ
る
方
法
と
独
自
の
保
険
時
ス
タ
イ
ル
で
総
立

さ
れ
た
「
大
旅
行
』
は
先
輩
か
ら
継
晶
刑
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
の
小
で
ま

ぎ
れ
も
な
く
た
叫
般
に
近
い
順
調
な
成
功
と
成
果
を
h
め
げ
た
と
い
う
こ

と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
当
時
の
中
国
に
お
け
る
調
査
旅
行
の
紅
り
方

会
示
し
た
も
の
と
も
い
え
た
。

こ
の
大
旅
行
が
書
院
生
に
大
き
な
夢
を
ふ
く
ら
主
せ
た
こ
と
は
間

也
＆
』
、
、
F
h

、
。

一a
H日
’
v
s
J
一
’b
v

第
二
ハ
表
は
こ
の
「
大
旅
行
』

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

へ
の
期
待
内
容
に
つ
い
て
の
凹
符

い
火
小
で
は
骨
内
院
大
学
時
代
二
年
目
の
凹
．
期
生
ま
で
し
か
示
し
て

い
な
い
が
、
「
大
旅
行
」
は
大
学
易
協
と
と
も
に
ゼ
ミ
単
位
へ
と
編
成

さ
れ
、
ゼ
ミ
・
γ
l

マ
に
し
た
が
っ
た
淵
先
N

的
と
凋
在
方
法
を
と
る

こ
と
に
な
り
、
問
。
期
以
降
は
そ
の
内
容
が
変
化
す
る
ら
満
州
事
変
一

役
は
中
川
政
府
の
ピ
ザ
が
山
ず
、
ま
た
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
ア
火

山
脈
行
」
コl

ス
は
日
本
市
の
占
領
地
域
へ
縮
少
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

り
‘
か
つ
て
危
険
地
併
は
中
凶
兵
が
識
術
主
で
し
て
く
れ
た
長
距
離

の
旅
行
コ
l

ス
は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
す
で

に
そ
の
影
響
は
満
州
事
変
後
の
一
一
九
期
生
や
一
てO
則
生
、
ゴ
一
一
一
期
恨

の
「
大
旅
行
」
に
も
あ
ら
わ
れ
、
日
中
間
の
緊
張
の
小
で
調
査
地
域

の
ほ
と
ん
ど
は
満
川
に
限
ら
れ
、
「
大
旅
行
」
を
夢
見
て
い
た
書
院
生

を
戸
惑
わ
せ
た
。
三
四
期
生
は
「
大
旅
行
」
の
途
中
で
球
泌
備
事
件

が
生
じ
、
旅
行
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
以
降
、
ァ
パ
旅
行
」
の

コ
l

ス
は
治
岸
部
な
ど
に
限
ら
れ
大
幅
に
縮
少
さ
れ
「
十
八
旅
行
」
の

作
合
な
さ
た
く
な
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
問
。
矧
の
「
大
旅
行
」

は
お
院
時
代
の
一
一
一
九
期
に
当
る
凶
年
生
と
と
も
に
治
山
地
械
の
コ
ー

ス
に
限
ら
れ
、
ゼ
ミ
相
当
教
段
が
指
得
、
間
一
期
は
長
江
デ
ル
タ
地

併
の
訓
K
Uで
実
質
的
に
終
蕊
を
迎
え
て
い
る
の
た
だ
し
、
問
凹
捌
の

専
門
部
は
－
K

旅
行
」
の
復
活
を
め
ざ
し
、
沿
山
保
部
や
内
定
古
方
面

に
出
発
す
る
が
‘
前
述
し
た
よ
う
な
死
亡
事
故
が
生
じ
、
こ
れ
が
事

克
上
の
「
大
旅
行
」
の
終
り
と
な
っ
た

c

以
上
の
よ
う
な
一
一
九
期
以
降
の
「
大
旅
行
」
を
め
ぐ
る
環
境
の
変

化
の
中
で
、
そ
れ
で
も
な
お
書
院
生
の
『
大
続
行
」
へ
の
期
待
感
は

大
き
か
っ
た
の
同
災
に
よ
れ
ば
、
「
現
地
の
人
々
と
の
位
使
交
流
」
や

「
大
陸
を
よ
り
広
く
知
り
た
い
へ
「
中
国
の
実
態
を
も
っ
と
よ
く
知

り
た
い
」
と
す
る
願
切
れ
が
強
く
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
期
待
感
が
ふ
く
ら

ん
で
い
た
の
に
対
し
、
そ
の
一
方
で
は
‘
三
五
期
以
降
み
ら
れ
る
よ

同 z. J骨 r,;.:記念Ill :IH 



『大旅行』への期待

期 35 
37 

内 'fj. 38 合計~ 30 ~ 33 3ｷ1 :l6 39 
40 ｷII 

現地の人々と直後交流 6 品 7 句今 6 :1・1

中国の実践をより深く知る 3 .J つ

大陸雄飛の拶と冒険 3 。‘・ 日

大陸をより広く知りたい 日 ・予 11 
未知へのあこがれ :J 7 

.1t京泌がどこまでi曲川するか
方言を知りたい ・ー>

期待と不安 。臼 -“ , :J 

戦時ドで希望コースが実現できるのか - 2 6 11 
仲間意織を育てたい
自由に動きたい
東南・アジアへitきたい
満州への期待
これでお院生になれる
そ ぴ〉 ｛仕1
ま量 務 1名 ワー
あまり期待せず 3 －ー, ’3 13 
能 B、r~ 入 8 日両 20 向, 3 ｷ15 

fl- ・t・L, 25 9 16 ・18 :l6 」~ 33 180 

第 16 表

(191）五年アンケート上り 11,1:x:l

う
に
、
時
局
の
変
化
の
中
で
の
旅
行
コ

l

ス
の
縮
少
化
の
中
で
、
希

慢
す
る
コ
l

ス
が
来
し
て
実
現
出
来
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
感

を
示
す
回
答
も
み
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
書
院
生
の
「
大
旅
行
」
へ
の

期
待
と
不
安
の
交
錯
し
た
状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
c

コ
ラ
ム
同
と
コ
ラ
ム
げ
は
当
時
の
「
受
験
旬
報
」
に
掲
載
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
三
五
期
生
と
三
六
期
生
の
『
大
旅
行
」
実
施
会
伝
え
る
記

事
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
制
約
さ
れ
た
状
況
下
で
柑
－
杯
の
コ
l

ス
を

確
保
し
上
う
と
し
た
「
大
旅
行
」
で
あ
っ
た
。

で
は
具
体
的
に
工
八
旅
行
」
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

〈
コ
ラ
ム
陥
〉同

文
書
院
ニ
ュ
ー
ス

書
院
生
は
、
十
一
二
万
作
の
広
大
な
敏
泌
会
占
め
る
新
校
舎
で
、
大
陸
的
雰
閉

山A
に
泊
り
な
が
ら
H

々
勉
鈎
に
い
そ
し
ん
で
い
る
が
‘
例
年
ルR
V
H
4
4
H

臼
は
六
月

初
旬
か
ら
一
→
一
ヶ
月
に
一
H

っ
て
よ
川
作
‘
中
支
・
北
支
占
領
地
区
．
波
濯
、
満
洲
・
と

各
政
一
に
別
れ
て
災
地
見
学
旅
行
を
し
て
い
た
が
、
九
月
初
旬
全
部
笹
川
帯
保
佼
し

た
品
札
同
制
状
侃
は
と
江
・
っ
し
へ
明
年
度
の
卒
業
午
に
対
し
て
既
に
四
倍
以
上
の
申

込
が
あ
り
．
そ
の
主
な
も
の
は
三
兆
物
店
店
、
一
二
菱
忠
間
帯
、
住
友
、
大
食
商
事
．

満
鉄
・
川
げ
必
山
心
‘
一
－
任
前
仁
来
、
川
州
附
・

M桝
削
附
、
ム
H
M
m．償
浜
・
止
金
．
満
洲
中

央
銀
行
、
満
洲
興
業
銀
’u
．
家
混
銀
行
等
八
十
有
余
祉
に
上
っ
て
い
る
。

（
一
九
三
八
（
叩
十
一
一
．
）
十
一
月
上
旬
サ
｛
「
受
験
旬

M
m」
｝
｝

〈
コ
ラ
ム
げ
〉東

亙
悶
文
ニ
ュ
ー
ス

新
四
年
生
が
こ
の
六
月
か
ら
行
う
恒
例
の
大
旅
行
に
関
し
て
は
・
既
に
約
一

ヶ
月
前
か
ら
準
備
委
H
H及
川
刊
任
教
徒
指
氏
・
どM山
々
計
尚
中
で
あ
っ
た
が
、
本
年

は
叫
刊
に
市
車
両
文
化
問
究
的
か
ら
の
訓
貨
ル
桃
川
刊
も
あ
り
州
間
取
に
策
を
練
っ
て
い
た

が
、
一
斑
は
二
一
人
か
ら
五
人
を
以
て
組
織
、
各
岐
に
て
一
省
又
は
一
郎
市
及
そ

の
附
近
を
抑
当
剥
必
ず
る
ニ
ど
に
決

L

・
よ
間
作
間
山
ぺ
広
市
本
二
班
、
件
港
二

段
・
山
中
文
十
一
→
一
昨
川
、
北
支
ト
間
続
叫
川
一
・

1
r
A
mの
旅
’
打
線
合
伸
明
成
す
る
こ
と
に

雄
主
し
た
e

割
当
の
決
っ
た
各
政
で
は
夫
々
仮
切
っ
て
準
備
に
努
め
て
い
る
e

（
一
九
三
九
｛
附
卜
問
｝
J
・

H
月
中
旬
ザ
（
「
受
験
旬
怖
い
）
）
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第 17 表「穴熊行」コース選定の理由

期
:¥i 

r'ｷJ '.iiヮrー :!8 ノJ、・通zI ~ 28 局、：tl :1., :w 
:¥9 

40 41 

テーマに上る :, 3 ti 7 31 

行きたい地成合選ぶ :"l 村 10 26 
教授や学校の.!l)J立、指＝尊 η .j つ ワ lｷI 
班員の:fi；§＇！＿による ・ 3 13 

排同や戦争でコースが限定された 8 8 ’> -, ・〉

体力と効率上から i:Sぷ
偶然決った :! ヱ
大体決めていた 。 .-:, , 

て ぴ〉 （庖 3 
.';; ~ 一、 れ た ・》 4 6 
無J己入． 下l別 抗 0 百 I fi 1 8 I ろ I

ノt i、 n々ιI 1-1 23 19 23 171 

(199!i 年アンケートより W11'<'.l

第 18 表『大旅行』による中国への理解内容

11i (t lUI 
:18 u &f ~:! H ～ね :1.1 :lti 39 I ｷ10 ｷII 

広大. !lt 大 3 6 1:1 :>
大却をの貸しさとおニ＇｝； ,, 

大衆のたく司主しさ、エネ，t，：.！；＇ー I 向 10 
iヰ 1t:<1）匁Lieぬ民b女性の rt!jでさ ・》 3 同. 

地域と I＼＇：肢の多tlH't コ

三J／：と民終の多係性
j昆 ft1 ft Iミ民 3 Ill 
日中友金fへの共感 ・ー>
文明の地 I!並走
ヰミ 1111 性 2 司

政治的不統一位 -・ 3 ・予 8 
生活隙式と地紙社会 -, 
日本の対支政策へ疑問

満州国は大変
抗日 i!E!WJにショック :! 
農村を見る ifI要tt -, 

そ (/) 他 -, 3 
理解でさてない 日 I:! 
毎 Z己 入 8 6 8 51 

／ι、a、通pι, 19 23 14 45 3ｷ1 :!O :10 l 白5

( 1995 tf.アンケートより fht)
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ろ
・
っ
かa

第
一
七
支
は
「
大
旅
行
」
の
コ
l

ス
の
選
定
の
開
山
に
つ
い
て
川

容
を
ま
と
め
て
・
示
し
た
。
同
去
で
は
満
州
事
変
前
の
二
八
期
生
ま
で

の
側
し
設
け
た
。
ベ
一
八
期
ま
で
は
か
な
り
白
山
に
「
大
脈
行
」
を
主

砲
で
き
、
コ
ー
ス
の
制
約
は
伝
染
病
や
社
会
不
安
（
上
院
出
没
）
な

ど
ま
だ
い
川
地
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
と
し
て
は
、
「
設
定
し
た
凋
任
テ
！
？
』
と

「
行
き
た
い
地
域
」
と
が
肢
も
多
く
‘
か
な
り
自
由
に
調
査
地
域
を
学

々
し
の
子
で
決
め
る
ニ
と
が
出
来
た
こ
と
合
・
ボ
し
て
い
る
ご
そ
の
さ
い

危
険
地
街
に
つ
い
て
は
指
導
教
授
の
助

ι
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
コ
l

ス
を
決
定
し
た
而
も
あ
る

3

一
方
．
二
九
期
生
以
降
で

は
時
局
の
中
で
「
排
日
運
動
や
戦
争
で
コ

1

ス
が
限
定
さ
れ
た
』
と

す
る
凶
符
も
目
な
つ

9

と
り
わ
け
一
一
一
凹
期
は
「
大
旅
行
」
中
に
日
中

戦
争
が
始
ま
り
、
「
大
旅
行
」
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
一
崩
そ
の
思
い
が
強
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。第

一
八
表
は
こ
の
「
大
旅
行
」
を
通
し
て
中
凶
を
ど
の
よ
う
に
湖
町

解
し
た
か
と
い
う
点
へ
の
凶
符
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
と
し
て
は
中
国
の
広
さ
を
実
感
し
た
と
す

る
回
答
が
肢
も
多
く
、
全
期
を
通
じ
て
比
一
泊
す
るu

「
大
旅
行
」
は
そ

の
多
く
が
調
査
地
域
を
設
定
し
つ
つ
も
そ
の
前
後
は
谷
地
合
な
る
べ

く
比
る
べ
く
長
い
旅
行
コ
l

ス
を
設
定
す
る
ケ
l

ス
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
H

本
に
比
べ
大
地
形
が
巣
し
な
く
続
く
大
地
を
徒
歩
で
巡
る

時
、
こ
の
広
大
さ
は
体
で
実
感
し
た
に
違
い
な
い

ο

次
い
で
旅
の
途
中
で
出
会
っ
た
中
同
大
衆
の
人
々
へ
の
感
想
が
目

立
つ
。
「
貧
し
さ
と
辛
苦
」
な
状
況
の
あ
る
一
方
、
そ
の
よ
う
な
山
中
で

ー
た
く
ま
し
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ツ
シ
三
に
働
ら
く
大
衆
も
観
ム
然
し
て
い

る
。
多
く
の
旅
の
コ
！
ス
は
農
村
地
借
で
あ
り
、
そ
ニ
で
出
会
っ
た

農
民
連
の
「
温
和
な
良
民
」
安
感
じ
た
阿
答
も
目
立
つ
の
食
事
は
自

給
し
、
宿
は
時
に
熊
家
に
泊
め
て
も
ら
う
中
で
、
中
間
股
民
と
の
掩

F

占
…
は
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
『
一
言
語
の
多
械

性
」
を
実
感
し
、
中
国
内
に
お
け
る
「
地
減
産
』
や
『
民
肢
の
多
係

性
』
も
実
感
し
て
い
る
。
ま
た
各
地
で
の
内
戦
や
土
匪
の
出
没
な
ど

に
よ
る
治
安
の
悪
さ
は
、
持
院
時
代
の
書
院
生
に
は
中
国
の
「
政
附

的
不
統
一
性
」
を
感
じ
さ
せ
、
よ
り
制
約
さ
れ
た
状
況
下
で
旅
行
を

行
っ
た
古
院
大
学
時
代
の
お
院
生
や
書
院
時
代
末
期
の
書
院
生
に
は

「
得
体
の
知
れ
ぬ
民
族
性
」
を
感
じ
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
、
少
数
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
あ
り
、
お
院
生
に

と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
当
時
の
中
間
の
も
つ
多
而
性
を
映
し
と
っ
た
と

み
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
さ
い
、
現
地
で
は
書
院
で
学
ん
だ
中
国
話
と
そ
の
応
用
力
が

発
仰
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
九
表
は
そ
の
凶
作
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
は
「
大
体
通
じ
た
」
と
す
る
回
答
が
約
半
分
を
占
め
、

こ
れ
に
「
十
分
通
じ
た
」
、
「
ど
う
に
か
通
じ
た
」
を
加
え
る
と
‘
何

と
か
会
話
で
困
ら
ず
に
『
大
旅
行
』
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
出
来
た
と

い
う
状
況
が
う
か
が
え
、
あ
ら
た
め
で
大
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
三
カ
月
余
り
の
長
丁
場
の
中
で
、
多
く
の
地
方
語
と
接

し
、
機
転
を
き
か
し
な
が
ら
旅
を
す
す
め
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

旅
行
中
、
各
県
に
入
る
と
県
知
事
に
怯
砂
し
、
県
内
の
通
行
会
認

め
て
も
ら
う
の
が
最
も
重
要
な
事
項
で
、
そ
の
時
に
危
険
地
帯
は
中

止
勧
告
さ
れ
た
り
、
議
a
%を
服
っ
て
く
れ
た
り
す
る
。
多
く
の
知
事

は
北
京
語
が
わ
か
り
、
そ
の
基
本
的
部
分
は
ク
リ
ヤ
l

出
来
た
こ
と

は
旅
行
を
す
ナ
め
る
上
で
草
川
町
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
時
に
H

本
へ
印
刷

41 破事河文書院1=~ ＇.士山f.\l，再 販唱・ f.司文 11.主$：~民主へ山－，•：，ケート m Ii ！. ・ら



第 19 表「大旅行』中の中国語

!OJ 35 
内 ・2事 :!8 必g 入，，場，r~ 28 ~:l:l :14 :rn 

3!1 40 '11 

大体通じた 1-t 6 7 13 11 i7 
十分 iJ!i じた 。ー 5 1:i 
官吏には十分jffi じた 今・．

どうにか通じた －山) 
3 1:1 

少し通じた '.! 

方I?Lt通じなかった ‘ー> ・4》 ti 

専門mJ1tはむつかしかった :i 
不十分だった :1 ti 

全く通じなかった
., 

地岐に‘k る
筆 E員七加えた ・〉 4 
あ支り；Sさな5・った ω う .j 

盤 dもじ一． 人 3 3 3 :i 司 2リ

f'i" ”H’ . ワuリ包 t:l 38 ワ2 30 16:l 

( I !J!l日年アンケー卜 .l り fti11tl

写真B 『大旅行』への総立ち。

r.~ z J;f.ι，：己合 ~］ 42 



期 35 
37 

P1 A廿4・ 38 合計~28 ~33 34 36 39 
40 H 

見聞を広めた .j 3 15 ti ・・．) 3 3ｷ1 
現地で先輩からの歓迎 6 。‘・ I 7 ’> 29 
中間の民情を深く匁1った 3 ワー 7 4 18 
新しい経験や体験 ワー 7 
現地の人々との交流 3 ワ副 8 
中国 Uf ；こ n 伝 2 
臼 ta~ つけた ・》 3 
中凶＼11人や野望誌に｛制獲 ワ掴

母：｝ lj'(t 3 
とにかくよかった 2 4 
自 1i1 ・（＇；楽だった 2 3 
各機聞が好.Q:的 ワ ・－} 

危険を感じなかった
ゾ i監を見るこ士ができた
-ーL, ぴ〉 ｛也 4 7 
とくになし、 ') 3 6 
経 記 入 6 3 13 8 11 9 5.¥ 

tl、 ~l· 2ｷ1 18 •IO 37 23 29 188 

「大旅行J のよかった点（線数回答含む）第 20 表

(19!}5 ！ドアンケートより作成）

学
し
た
知
事
違
に
も
出
会
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
や
は
り
「
不
十
分
ぺ
「
全
く
通
じ
な
か
っ
た
」
、
「
方
言

は
通
じ
な
か
っ
た
」
と
す
る
な
か
な
か
触
し
い
状
況
も
あ
り
‘
中
同

国
内
に
お
け
る
地
方
語
の
多
傑
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

第
三
O
表
は
こ
う
し
て
体
験
し
た
「
大
旅
行
」
が
よ
か
っ
た
点
に

つ
い
て
の
回
答
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

c

そ
れ
に
よ
る
と
、
最
多
の
副
符
は
「
見
聞
を
広
め
た
」
で
あ
り
、
そ

れ
に
関
連
し
て
『
中
国
の
民
情
を
深
く
知
っ
た
ぺ
「
現
地
の
人
々
と

の
交
流
』
を
加
え
る
と
、
記
入
凶
助
作
者
の
半
分
を
占
め
る
れ
「L
上
海
だ

け
に
居
て
は
中
国
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
実
感
は
書
院
の
中
で
も

「
大
旅
行
」
を
経
験
し
た
先
輩
速
か
ら
色
々
聞
か
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
そ
れ
だ
け
に
上
海
の
地
を
離
れ
、
広
く
農
村
部
を
含
め
て
歩
き

巡
っ
た
帯
院
生
に
は
文
字
通
り
「
見
開
会
広
め
た
」
大
旅
行
に
な
っ

た
の
は
当
然
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
3

無
記
入
は
と
も
か
く
、
『
と
く
に

な
い
」
と
す
る
回
符
が
わ
ず
か
六
件
で
あ
る
こ
と
も
、
二
の
こ
と
を

十
分
に
裏
付
け
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
「
中
間
必
に
自
信
を
つ
け
た
り
」
、
「
大
旅
行
」
を
完
遂

し
た
こ
と
で
の
「
自
信
」
や
本
人
に
と
っ
て
の
全
く
新
し
い
領
域
を

「
経
験
や
体
験
」
し
た
達
成
感
も
担
問
見
る
こ
と
が
山
来
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
そ
の
後
の
人
生
に
も
こ
の
「
大
旅
行
」
が
も
た
‘
り
し
た
意

縫
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
旅
行
先
の
都
市
で
書
院
の
先
鐙
そ
訪
ね
、
先
輩
も
そ
れ
を

大
歓
迎
す
る
こ
と
七
大
き
な
事
び
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る

と
、
先
輩
が
各
地
に
広
が
っ
て
活
臨
す
る
よ
う
に
な
り
、
先
輩
の
活

叫
ぶ
り
企
見
る
と
と
も
に
、
先
輩
か
ら
地
域
情
報
や
調
査
の
世
話
を

受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
先
輩
と
後
輩
の
強
い
つ
な
が
り
が

見
出
せ
る
3
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「大続行』のきしかった点

期 :l:i 
内 容 :iお （』λ目； I·~28 ~ 33 ;~4 :16 

:l!J 40 41 

i何）；（虫、シラミ、ノミ 。ー 11 
マラリアなど病気や入院 4・hl ・》 3 11 
コースが制約 :.! 自

総資：r- 足 ・〉

危険地帯？の通過 ti 

.ill~京や聖子燃の同行
習量 警k ’- ) 担

寒 t令
サソリ、｛ル煙
t元・焦が i通じない ・》

食料が不足 ’- l 2 
宿舎なし、不潔 J 
現地で相手にされず
道の泌さ ・．) 

．也市J ,J) m 界 ') :i 
戦争，、の疑問

そ ぴ〉 他 ・》

問った点はなか勺f二 tJ :J ’ J ~:, 
電甚 er-」I 入

H「
討 :i I :!I 5 70 

｛＞，、 n苫』I 15 19 ltiリ

第 21 表

火
山
町
れ

中
山
r

し
か
っ
た
経
験
も

lulX 山内記念 Ill ｷIｷ 

(l!Jリ5 1f：γ ンケーートより fl：成；l

し
か
L.. 

ん
で
U
－
－
山

あ
っ
た
需
で
あ
る

明
－
－
一
h
u
k
は
そ
の
川
符
合
示
し
た
し
の
で
あ
る

J

そ
れ
に
上
る
し
」
『
大
脈
行
』
の
よ
か
勺
た
山
…
に
比
べ
、
川
枠
内
容

は
か
な
り
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
」
こ
れ
は
コ
！
ス
が
多
方
而
に
わ

た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
l

ス
事
情
が
反
映
し
た
も
の
と
み
る
ニ
と
が

出
来
る

e

そ
の
中
で
は
「
マ
ラ
リ
ア
」
や
「
ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
、
尚
点

山
ご
た
L

一
．
小
出
な
－
M
や
農
家
の
上
聞
な
ど
の
環
境
に
閉
口
し
た
こ
と

し

L一
、
現
地
で
の
体
調
を
山
附
し
た
点
が
臼
立
つe

と
く
に
「
大
旅
行
」

小
の
五
、
六
月
か
ら
八
月
は
奈
揃
山
脈
以
ぃ
附
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
時
期

に
当
い
り
‘
依
平
市
や
集
中
の
旅
は
降
水
に
見
続
わ
れ
、
泥
上
の
道
や
特

訓
…
に
よ
る
休
訓
の
悪
化
に
悩
支
さ
れ
る
ケ
l

ス
が
多
か
っ
た
，
ま

た
、
予
定
し
た
コ

l

ス
が
多
く
の
士
出
の
出
没
や
伝
染
病
の
制
限
延
に

上
っ
て
中
止
せ
ざ
る
を
え
ず
、
全
く
市
怖
が
出
来
て
い
た
い
コ
ー
ス

ベ
の
宏
史
合
余
儀
な
く
さ
れ
る
ケ
l

ス
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
コ
ー

ス
の
制
約
」
E

い
う
阿
答
に
集
約
さ
れ
て
い
る
全
体
仁
と
し
て
「
大

旅
行
」
の
よ
か
っ
た
点
の
方
が
多
く
を
数
え
た
こ
と
は
、
こ
の
「
大

脈
行
」
が
そ
の
よ
う
な
苫
労
を
ふ
ま
え
て
も
な
お
有
意
誌
で
あ
っ
た

こ
と
が
伝
わ
っ
一
て
く
る
D

以
上
の
よ
・
7

に
大
き
な
期
待
の
中
で
参
加
し
た
「
ト
へ
旅
行
」
に

上
っ
て
占
院
生
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
中
国
理
解
を
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
そ
れ
を
キ
｜
ソ

1

ド
と
し
て
簡
恥
な
川
訴
で
凶
科
し
で
も

－
u

っ
た
の
を
ま
と
め
た
の
が
第
三
一
一
去
で
あ
る
s

川
氏
ご
は
け
仏
事
会
伝
統
的
な
「
ト
ヘ
航
行
」
を
実
践
し
て
き
た
書
院

時
代
の
三
八
期
生
ま
で
の
回
芥
だ
け
を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
調
査

コ
l

ス
に
よ
っ
て
革
北
、
市
中
、
指
南
と
内
陸
奥
地
、
そ
れ
に
満
州
・

装
古
方
一
間
別
に
分
け
て
整
理
し
て
示
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
ま
と
め



第 22 表 20Jtllから 38 期までの翻査旅行コース先男I］中国理解のキーワード

~ ~t 方面

26 政治不統一、強L 、地縁
26 広大、良民
29 通貨の多様性
32 広大
33 郡市交通l:t至使
35 巡れた状態
35 人々の誇しみ、悩み

36 尚北走
37 仏．大

38 Ltい歴史
38 ｛.京大

満州・古賀古方凶i

25 '.iii閥抗争目立つ
28 広大さ
29 未開発の悶

羽生活様式を知る
29 通貨の多係性
30 五銭協和、日中友好

30 「悩州国J も大変だ
31 未開だが半拘
32 見聞広がる
35 広大
35 広大
:is 潜(E}J

筆中方面

22 雄大
23 農村生活を知る
33 たくましい人々
33 内t践の泥沼化
33 農民のやさしさ
3<1 b.＼深い氏践性
3毛広大、大衆の人のよさ
3<1 広大

34 文明からの遅れ

35 理解でさず
35 広大、心の広さ
35 恐ろしい国
:15 純しみやすさ
:is 主主薬の多様性
35 {1拡大な問

36 広大、人情あり
36 JIR角手でさず
36 地I支の漆を知る
37 広大
37 教育なき民衆
38 まとまりを欠く
38 I 1 本との相違
38 とらえどころなし
38 愛者
路線愛とi店舗
38 日貨緋斥
38 多氏自矢
38 生命力
38 つかみにくさ

内険方而

23 文明の地域差
31 広大、不統一
33 統治の実態を主iiる
34 11~大
37 1也大物問

｛数字lま入学年期を示す）

華街方面

20 内戦なければ.ij!f日な L1;;
27 統一の間態性
:i2 \I!:洋人の親近感
:l2 対日に＜！J団理解でき－r

3·1 広大
34 日本の小さいこと
31 広大
34 I.朕始的貧しさ
；対日本の明治維新期
:is 11町民の活躍
:l!i ／主築山多係さ
31i 百聞は一見にしかず

36 （広大さ
3li Fl 本の対支政策へ疑問
36 強L、生活力

36 人身のエネルギ－
:l7 広大
37 まとまりを欠く
37 観切
37 広大
37 広大
38 広大
38 方言の多さ

(1995 年アンケー卜より作成）
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記
入
さ
れ
た
附
語
を
一
川
町
山
要
約
し
な
が
・
つ
ま
と

て
カ
ウ
ン
ト
せ
ず
、

め
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ど
の
地
域
に
つ
い
て
も
士
池
の
広
大
さ
と
政
治

的
不
統
一
に
よ
る
社
会
の
乱
れ
が
槻
叙
さ
れ
、
一
一O
一
期
代
が
支
だ
・
中

揺
さ
を
残
す
状
況
を
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
、
三
O
期
代
は
緊
張
感

を
伝
え
、
満
州
事
変
や
日
中
戦
争
の
影
が
読
み
と
れ
る
。

地
域
的
に
み
る
と
山
市
中
へ
の
コl
ス
が
多
い
せ
い
も
あ
る
が
、

M
w

．

綴
し
理
解
し
た
内
存
も
か
な
り
多
俄
で
あ
り
、
リ
て
れ
ば
京
中
が
ま
た

そ
れ
だ
け
変
化
に
寓
ん
だ
地
域
で
あ
る
こ
と
を
物
踊
っ
て
い
る
c

そ

の
た
め
戸
惑
を
か
く
せ
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
も
散
見
す
る
一
方
、
よ
り

多
く
の
人
々
と
交
流
し
た
こ
と
で
中
同
民
取
に
愛
情
相
合
寄
せ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
・
も
あ
り
、
そ
の
掃
れ
の
嬬
は
大
き
いc

次
い
で
前
南
の
キ
ー

ワ
ー
ド
が
多
い
が
、
昨
市
南
一
併
か
ら
栴
備
ま
で
当
時
日
貨
排
斥
迎
動

が
あ
り
、
ま
た
孫
文
に
よ
る
革
新
運
動
の
動
き
が
広
が
っ
て
い
た
せ

い
か
、
加
畑
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
縦
し
み
の
も
て
る
こ
と
を
ぷ
寸

キ
ー
ワ
ー
ド
は
少
い
c

書
院
生
は
こ
二
で
は
観
察
者
と
し
て
の
立
場

に
－
悶
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
内
市
北
は
広
さ
合
一
．
小
十
キ
ー

ワ
ー
ド
を
除
く
と
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
な
い
。
北
京

や
天
作
の
よ
う
な
大
都
市
調
資
の
脱
民
と
、
包
頭
や
帳
山
本
け
の
上
う

な
周
辺
部
を
巡
っ
た
班
員
と
の
問
に
み
ら
れ
る
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
さ

が
示
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
満
州
・
禁
中
白
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
当
時
の
状
況

を
的
確
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
満
州
に
お
け
る
『
五
峡
飽

和
』
と
「
満
州
国
は
大
変
だ
」
と
い
う
見
方
の
両
面
が
当
時
の
こ
の

地
岐
に
存
在
し
て
い
た
二
と
は
十
分
に
う
な
ず
け
る
‘
内
陀
部
に
つ

い
て
は
回
答
数
が
少
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
内
陸
部
の

も
つ
特
性
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
行
は
各
地
域
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
大
地
を
歩
き

迎
っ
た
経
験
抗
れ
で
あ
るn

個
別
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
集
約
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
に
「
大
旅
行
」
の
中
で
っ

か
ん
だ
似
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
械
鮮
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
そ
れ
ぞ
れ

各
地
岐
の
も
つ
特
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
・
裂
と
経
験
の
中
で
把
挺
し
た

火
現
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
さ
ら
に
中
川
全
体
を
示
す
キ
ー
ワ
ー

ド
に
も
な
る
c

そ
の
点
で
も
戦
前
期
に
お
け
る
中
国
理
解
へ
の
ア
ク

セ
ス
と
し
て
文
字
通
り
成
要
な
鎚
を
与
え
て
く
れ
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
大
旅
行
」
を
行
っ
た
書
院
生
は
、
帰
校
後
調
査
目
的

ど
し
た
訓
資
報
告
書
を
各
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
去
と
め
‘
卒
業
論

文
と
し
て
書
院
へ
提
出
し
た
。
ま
た
途
中
か
ら
あ
わ
せ
て
調
査
旅
行

μ

誌
も
提
出
し
て
い
る
。
調
査
報
告
書
は
現
地
観
察
や
現
地
で
の
入

手
資
件
そ
も
と
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
商
取
引
の
み
な
ら
ず
、

広
く
地
用
、
町
史
、
経
済
、
社
会
、
教
育
の
分
野
へ
む
広
が
っ
て
い

る
し
、
七
た

U

必
は
コ
l

ス
k

の
観
・
然
日
店
で
あ
る
リ
京
払
引
は
そ
の

う
ち
生
き
小
し
さ
と
儲
か
れ
た
日
誌
に
注
目
し
．
こ
れ
ま
で
ニ
の
日
誌

合
活
字
化
し
て
出
版
し
た
「
い
ず
れ
の
作
品
も
す
ぐ
れ
て
お
り
‘
一
一

C
世
紀
前
半
期
の
中
間
を
今
後
理
解
す
る
上
で
前
要
な
役
割
を
担
う

’
〕
レ
」
が
子
息
さ
れ
る
幻

そ
の
さ
い
‘
報
告
書
の
作
成
に
当
つ
て
は
‘
カ
ー
ボ
ン
紙
に
よ
る

向
γ
f
u作
成
さ
れ
た
。
住
写
分
は
東
桜
同
文
会
や
外
務
省
な
ど
へ
送

ら
れ
た
た
め
だ
が
‘
そ
の
中
に
参
謀
本
部
へ
の
送
付
用
複
写
が
あ
っ

た
か
レ
し
う
か
が
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
も
し
参
謀
本
部
へ

道
ら
れ
て
い
た
ら
、
書
院
生
の
成
果
は
何
ら
か
の
形
で
参
謀
本
部
で

利
則
さ
れ
た
か
も
し
れ
ず
．
そ
う
な
れ
ば
、
戦
後
の
日
本
で
流
言
さ

れ
た
書
院
の
性
格
論
に
ま
で
影
響
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

方
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

l同宣書院Jt!：：：綿 46



第 23 表 『大銀行』の回路、報告書の線写部数

矧 35 
:¥7 

l勾 容 :lH fr ・a・LI ~ 28 ~ 33 34 :!6 
:l!l ・IO 』 I 

l 部（正本） 3 3 8 :) 19 

2 部 3 2 
{ 

鎚 3 打店 1'I 

3 部 4 出 8 4 出

-t ~ 5 部 2 
せ せ

3 「F
6 ，、．， 7 部 } ) 

銀 守n＇」, 入 12 13 34 23 l•I 96 

合計 18 24 ｷ18 :m 。ー。・a 150 

(19!J5 年7’ンケートより作成）

第 24 表 「大旅行』のその後の人生への影響

WI :!5 :11 
』勾 を長 :!R ノl、Z p 2ι I ~ 28 ~ 33 34 :lfi :!9 ｷ10 ,ti 

自信がついた 5 4 13 

岩子縫を耳E り趨えられる 2 5 

チャレンジ精神 ワ 2 2 6 

中国への観しみ :) 3 9 

中国人に彼し知った 3 も

中凶人への理解 2 

もっと中国語を勉強 2 

広い線型F 2 2 eー, 7 

人生も旅行

協 調 性 3 

体力の版界を知l る 2 

友を iヰた 2 時

枇 職 先 ワ

判断力、考え方 2 

外国旅行の楽しさ ワ・4 ・ヲ. :) 

臼 主1 性 ‘・》・ 2 

安 k抗 感 ー・》 2 

とくにはない 2 2 4 20 

鑑 Z己 入 7 14 。 19 12 10 13 80 

合計 16 26 17 47 33 19 27 185 

(1995 年アンケートより作成）
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そ
こ
で
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
・
』
の
級
官
事
の
作
成
叫
に
何
部
向
レ
併
合

作
っ
た
か
と
い
う
設
問
も
加
え
た
ら
そ
の
問
符
が
第
二
三
去
で
あ

る
η

か
な
り
以
前
の
件
で
あ
り
‘
記
地
に
な
い
方
も
多
く
、
記
憶
に

あ
る
方
の
み
が
回
答
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
．
n取
れ
多
い
の
は
正
本
と
し
て
の
一
郎
だ
け
と
い

う
問
答
が
最
も
多
い
e

次
い
で
三
郎
、
二
部
で
あ
る
。
中
に
は
凹

3

五
郎
、
六
1

仁
郎
と
い
う
同
符
も
あ
る
が
‘
こ
れ
だ
け
の
郎
数
を

カ
ー
ボ
ン
紙
で
間
一
与
す
る
に
は
か
々
り
の
貯
水
圧
が
必
安
で
あ
り
、
玄

た
同
期
の
間
で
も
こ
れ
だ
け
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
いw
『

と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
表
の
傾
向
か
ら
い
え
ば
、
書
院
へ
提
出
す
る
E
本

附
と
経
営
吋
休
の
京
阪
同
文
会
則
、
－
」
の
栄
町
帆
川
文
会
へ
助
成
金
全

出
し
て
い
た
外
務
省
用
の
計
一
一
一
部
に
つ
い
て
は
書
院
生
の
作
成
し
た

可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
は
あ
り
え

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
参

謀
本
部
別
ま
で
書
院
生
が
作
成
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
む
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
書
院
生
の
子
で

は
な
く
他
の
ル
l

ト
で
あ
ろ
う

c

つ
い
で
に
・1口
え
ば
、
「
大
旅
行
」
の
コl
ス
や
テ
l
γ
の
ほ
と
ん
ど

は
前
述
し
た
よ
う
に
書
院
生
が
自
由
に
決
め
た
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
参
謀
本
部
の
怠
凶
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
こ

れ
ま
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
c

と
く
に
書
院
時
代
の

「
大
旅
行
」
は
そ
う
で
あ
る
。
書
院
大
学
時
代
末
期
に
は
消
郷

I

作

に
参
加
し
た
ケ

l

ス
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
鳴
ム
口
は
す
で
に

『
大
旅
行
」
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
大
旅
行
」
と
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
c

い
ず
れ
に
せ
よ
‘
以
上
の
よ
う
な
中
で
テ
ー

マ
と
調
査
報
告
書
の
内
容
は
次
第
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
性
を
高
め
て
お

り
．
軍
用
あ
る
い
は
戦
時
間
だ
け
の
調
査
旅
行
と
み
な
す
の
は
か
な

り

4

日
間
的
な
行
え
だ
と
い
え
る
e

こ
の
「
十
八
旅
行
」
は
書
院
生
の
胸
の
中
に
厚
く
刻
み
込
ま
れ
、
院

歌
山
中
で
は
そ
の
口
マ
ン
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
三

カ
月
に
及
ぶ
徒
歩
を
中
心
と
し
て
中
国
の
大
地
を
巡
っ
た
こ
の
「
大

旅
行
」
の
純
験
が
そ
の
後
の
人
生
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
ご
そ
の
点
に
つ
い
て
の
回
容
が
第
二
四
去
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
後
の
人
伎
の
中
で
、
こ
の

「
大
旅
行
」
の
筏
験
が
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
中
で
比

粒
的
日
に
つ
く
の
は
‘
「
自
伝
」
‘
「rM織
を
乗
り
糾
一
え
ら
れ
る
」
（
自

信
）
、
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
柿
仲
」
（
が
つ
い
た
）
に
表
現
さ
れ
集
約
主
れ
て

い
る
人
生
へ
の
自
信
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
う
影
響
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
訓
先
旅
行
日
比
を
読
む
中
で
ト
分
に
仲
介
、
感
で
き
る
点
で
あ
る

U

ま
た
、
「
中
国
へ
の
親
し
み
」
、
「
中
国
人
に
接
し
知
っ
た
」
、
「
中
国

人
へ
の
時
前
」
、
「
も
っ
と
中
同
訪
を
勉
強
」
と
い
う
ぷ
現
に
集
約
さ

れ
る
中
国
へ
の
続
訟
感
も
闘
な
つ
3

こ
の
「
大
旅
行
」
で
初
め
て
上

海
以
外
山
中
凶
を
知
り
、
そ
こ
に
出
会
っ
た
中
凶
の
人
々
へ
の
共
感

が
新
た
な
観
点
と
し
て
得
ら
れ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
一

ν

書
院
時
代

の
書
院
生
は
郡
市
で
は
な
く
地
方
の
出
身
者
が
多
く
、
そ
の
二
と
も

中
同
限
付
合
多
く
巡
っ
た
「
大
旅
行
」
の
巾
で
中
国
人
に
共
感
で
き

る
い
闘
が
多
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か

そ
の
他
山
川
究
川
内
海
は
そ
れ
ぞ
れ
仰
別
的
で
あ
る
が
、
山
す
楽
を
共

に
し
た
川
行
事
臼
同
士
で
人
生
の
『
友
を
得
た
』
り
、
異
っ
た
世
界
を

中
川
に
は
て
「
広
い
悦
野
」
を
得
た
止
す
る
同
容
も
や
や
H

立
つ
。

以
上
の
上
う
に
「
大
旅
行
』
は
そ
の
内
容
の
多
係
性
と
新
し
い
世

界
へ
身
を
・
け
ら
世
い
た
経
験
に
よ
り
‘
そ
れ
が
高
院
生
の
そ
の
後
の

人
生
に
レ
」
っ
て
多
憾
な
形
で
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
も
ま
た
帯
院
教
育
の
方
法
の
成
果
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
－
d
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

r,~ :t &e主2己合 Ill 48 



七
、
卒
業
後
の
就
業
と
書
院
の
関
学

一
就
業

以
k

の
よ
う
に
書
院
で
多
彩
た
学
業
午
前
を
送
っ
た
あ
と
、
多
く

の
卒
業
生
は
中
凶
大
陸
や
朝
鮮
、
台
湾
で
就
職
し
た
。
そ
れ
は
書
院

入
学
的
に
大
陀
で
就
業
し
、
大
院
で
雄
飛
し
た
い
と
願
っ
た
夢
の
実

現
で
も
あ
っ
た
。

第
三
閃
は
一
期
か
ら
三
七
期
支
で
の
卒
業
生
の
う
ら
、
出

T
M
を
中

心
に
外
地
で
就
業
し
生
活
を
す
る
卒
業
生
の
都
市
・
地
区
別
の
分
布

図
で
あ
る
。
地
名
が
見
出
せ
な
か
っ
た
符
・
十
の
卒
業
生
に
つ
い
て
は

分
布
図
上
に
表
現
出
来
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
母
校
の
上
海
を
中
心
に
中
岡
本
土
で
は
箪
北
に

多
く
、
そ
の
西
限
は
包
頭
や
山
商
省
の
運
城
ま
で
、
都
中
中
は
漢
口
と

そ
の
川
辺
で
、
西
安
は
皆
無
で
あ
る
。
実
際
、
西
山
女
を
訪
ね
た
「
大

旅
行
」
の
斑
は
そ
こ
で
は
先
輩
に
会
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
チ
ャ
ン
ス
が
な

か
っ
た
。
ま
た
最
南
で
は
沿
岸
都
市
に
分
散
し
て
い
る
の
こ
の
よ
う

な
状
態
は
そ
の
ま
ま
当
時
の
日
本
企
業
の
中
国
で
の
進
出
状
況
も
示

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

一
方
、
満
州
も
新
京
を
中
心
に
主
要
都
市
や
鉱
山
の
町
に
か
な
り

多
く
の
書
院
生
が
就
職
し
て
い
る
の
こ
れ
は
新
生
満
州
同
の
誕
生
に

か
か
わ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
中
間
話
の
わ
か
る
書
院
生
は
満
州
国
が

誕
生
す
る
や
そ
の
政
府
要
員
と
し
て
係
附
さ
れ
た
り
、
満
鉄
や
鉱
山

会
社
に
引
く
手
あ
ま
た
の
状
態
で
保
則
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
は
‘
日

本
経
涜
の
山
中
間
進
出
を
現
地
で
支
え
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
．
こ
の
時
点
で
一
千
人
を
越
え
る
書
院
の
卒
業
生
が

中
国
や
満
州
で
聴
を
得
て
活
躍
し
、
日
本
内
地
で
就
職
し
た
書
院
生

の
数
を
上
回
っ
て
い
た
。

で
は
中
国
で
ど
の
よ
う
な
職
樋
に
就
職
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
五
表
は
そ
の
同
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
自
社
や
貿
易
企
業
、
貿
易
業
の
就
業
が
肢
も
多

く
、
次
い
で
満
鉄
な
ど
輸
送
業
、
金
融
や
鉱
業
関
係
、
な
ど
が
多
い
。

書
院
生
の
指
向
性
が
明
躍
に
み
ら
れ
、
書
院
の
設
立
目
的
が
達
成
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
の

そ
の
他
で
は
ま
ず
大
使
館
や
領
事
館
で
、
中
国
各
地
の
日
本
領
事

館
に
は
書
院
生
が
ほ
と
ん
ど
進
出
す
る
ほ
y

で
あ
っ
た
ゆ
ま
た
新
聞

な
ど
報
道
部
門
へ
の
進
出
も
み
ら
れ
、
製
造
業
へ
も
進
出
し
て
い

”
。
。コ

ラ
ム
日
は
一
九
三
七
年
時
点
に
お
け
る
書
院
卒
業
生
の
地
峻
別

紘
業
職
磁
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
地
域
は
中
国
本
士
、
満
州
、
日
本
、
外
国
の
四

地
域
に
分
け
ら
れ
、
こ
の
岡
地
域
単
位
で
み
る
と
日
本
で
の
就
職
が

晶
も
多
い
が
、
次
い
で
満
州
と
な
っ
て
い
て
、
中
国
よ
り
も
多
い
。

た
だ
し
、
中
凶
と
満
州
を
加
え
る
と
そ
の
数
は
日
本
を
上
回
る
。
職

時
間
で
は
商
工
業
関
係
が
最
も
多
く
、
や
は
り
沓
院
の
特
徴
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
中
凶
内
で
日
本
官
市
民
も
多
く
‘
そ
の
多
く
は
領
事

館
員
で
あ
る
。
新
聞
や
通
信
、
教
育
関
係
に
多
い
の
も
特
色
で
あ

る
。
満
州
で
は
官
吏
が
商
工
業
に
次
い
で
臼
な
つ
が
、
こ
れ
は
前
述

し
た
よ
う
に
満
州
国
の
成
立
に
よ
る
も
の
で
、
満
州
国
成
立
以
降
急

刷
惜
し
た
部
分
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
掲
二
五
表
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
中
国
で
就
職
す
る

符
の
海
院
生
の
中
に
は
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
兵
役
の
召
集
で
軍
隊

49 東司王I川 Z書院卒建生の軌跡一東都r,:izgi;-.，：不可匡 ~ιへ山，；，，ケート調査ん・ら
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中国での就業際組
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第 25 表

(1995 年アンケー卜より｛下／j立）

生
活
を
中
国
で
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ケ
l

ス
が
多
い
c

そ
の
よ

う
な
書
院
生
は
兵
役
の
中
で
中
国
国
内
の
各
地
へ
送
り
込
ま
れ
、

「
大
旅
行
』
と
は
全
く
遭
う
環
境
下
で
山
中
固
と
向
い
あ
う
こ
と
に

な
っ
た
。
中
国
語
が
出
来
る
こ
と
で
前
線
で
中
国
人
と
は
ほ
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
が
色
々
な
仕
事
に
従
事
し
、
「
歩
兵
。
附
地
の
橋
築
｛
｛
八

綴
り
）
、
入
隊
し
た
当
初
は
銃
も
支
給
さ
れ
ず
、
術
剣
の
鞘
も
竹
製
で

物
資
の
鉱
山
い
こ
と
を
術
感
し
たc

常
に
飢
え
て
い
た
」
｛
四
四
期
、
予

科
）
な
ど
、
型
戦
と
い
わ
れ
た
戦
争
で
そ
の
現
実
に
術
悠
を
受
け
た

と
す
る
記
述
が
多
い
。
ま
た
「
従
軍
志
願
時
自
己
抑
制
が
あ
っ
た

が
、
精
選
し
て
み
て
一
人
で
も
多
く
の
良
民
を
倣
う
こ
と
が
出
来
た

の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
」
を
践
し
つ
つ
従
軍
下
で
「
中
国
の
将
来

は
ど
う
な
る
の
か
、
中
国
の
変
革
に
対
し
て
日
本
は
ど
う
し
た
ら
よ

〈
コ
ラ
ム
m
v東

豆
同
文
書
院
寧
泉
隼
の
現
況

同
文
書
院
本
業
生
は
近
来
毎
年

A士
郎
就
験
し
て
尚
足
らt
cる
状
態
で
あ
る
。

燃
に
満
洲
ω
の
成
以
以
米
此
の
H

．
山
の
事
業
に
従
事
寸
る
釘
七
百
八
十
余e
nに

迭
し
‘
時
ら
同
国
の
発
展
に
氏
鰍
し
つ
つ
あ
る
。
か
に
同
院
卒
業
生
の
就
段
別

L
z
h
kぶし
て
み
よ
う
ロ
（
附
利
卜
．
一
年
二
月
現
花
）

文
附
蜘
満
洲
口
本
外
国
会
計

本
郷
同

H

本
山
町
山X

ム
ハ
問
問
。
八
．
一
二
一
八
八

満
洲
同
行
よX
i

－
－
一
二

O
l
l

二
三
O

丸
山
山
行
使
五
｜
｜

独
立
企
業
五

O

向
。
一
五
凹
一
一
一
四
五

銀
行
業
二
内
九
一
六
附
ゴ
一
一
九
二

陶
工
業
会
社
→
一
間
六
－
一
一
で
で
一
同
五
一
．
問
九
三
八

教
育
ゴ
一

C

一
八
ヒ
五
｜
－

1

一
二

新
聞
及
池
俗
丘
二
間
内
在

l

九
四

公
益
事
業
二
回
一

O

二
一
七
！
と
一

能
托

C

一
じ
一
八
じ
一
－
一
五
五

合
計
五
二
八
七
八
三
九
八
八
士
一
二
→
一
ゴ
一
コ
一
一

（
一
九
三
七
（
附
ト
二
）
卜
一
川
F

旬
号
（
『
受
験
旬
側
』
よ
り
｝
）
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兵役後の中国への態度
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第 26表

( 1995 ffっ’ンケート上り （1:1え）

い
の
か
、
お
院
で
学
ん
だ
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
の

か
、
卒
業
後
就
職
し
て
も
柿
神
は
混
乱
状
態
で
L

た
」
（
三
四
期
）
と

学
ん
だ
お
院
情
仰
と
現
実
土
の
ギ
ャ
ッ
プ
’
の
た
き
さ
に
悩
ん
だ
高
院

時
代
生
は
多
い
c

部
－
一h
ハ
H
Kは
‘
そ
の
よ
う
な
兵
位
で
映
っ
た
中
凶
経
験
の
中
で
、

中
凶
へ
の
態
度
が
変
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
回
答
を
要
約
的
に

ま
と
め
た
も
の
む

そ
れ
に
仁
る
と
、
そ
の
多
く
は
「
変
ら
な
い
」
と
し
、
中
同
民
衆

へ
の
や
わ
ら
か
な
眼
差
し
を
心
に
秘
め
て
対
応
し
た
と
す
る
。
そ
の

a

方
で
は
「
変
っ
た
」
と
す
る
阿
容
も
あ
り
、
そ
の
多
く
が
お
院
大

学
時
代
の
卒
業
生
に
多
い
c

ま
た
、
「
日
本
市
へ
の
慎
疑
を
抱
い
た
」

土
す
る
M
容
も
目
立
ち
、
日
中
間
の
友
好
や
中
国
へ
の
思
い
を
抱
い

た
凶
芥
も
多
く
、
そ
の
点
に
書
院
出
身
荷
の
特
色
が
に
じ
み
山
た
と

み
る
二
と
が
で
き
る
。

一
九
四
．K
年
（
昭
和
て
O
年
）
の
敗
戦
L
L
L」
む
に
必
院
の
卒
業
乍

も
順
次
日
本
へ
帰
還
し
た
。
持
ち
物
は
限
ら
れ
、
無
一
文
と
な
っ
て

引
き
槻
げ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
、
戦
後
の
出
乱
期
の
日
本
で
の
町
内
出
発

は
き
わ
め
て
至
難
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
多
く
の
書
院
生
に
と
っ
て
第

－
一
の
人
生
と
し
て
の
再
出
品
店
で
あ
り
、
そ
の
点
は
内
地
に
就
職
し
て

い
た
お
院
山
身
者
に
と
っ
て
も
似
た
状
況
は
あ
っ
た

G

そ
ん
な
中
、
戦
後
の
経
済
成
長
期
を
迎
え
、
多
く
の
書
院
生
は
第

．
線
に
・
止
っ
て
仕
事
を
こ
な
し
、
そ
の
尚
い
能
力
が
「
幻
の
東
姫
川

文
書
院
」
と
い
う
－d
築
で
さ
さ
や
か
れ
た
り
し
た

a

百
円
出
発
し
た
書
院
卒
業
生
の
戦
後
の
就
業
業
師
聞
を
示
し
た
の
が
第

二
七
友
で
あ
る
つ
職
種
は
か
な
り
幅
広
く
、
貿
易
・
商
社
系
や
製
造

業
系
、
金
一
拙
系
な
ど
が
多
い
の
は
当
然
と
し
て
‘
教
員
や
報
道
系
が

か
な
り
多
い
の
が
日
を
引
く
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
活
臨
し
た
事
業

f•lf 文書院t己念制 52



戦後の就業業組
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第 27 表

(1995 /J'.アンケート J: り作hlD

生
も
多
い
。
上
海
と
い
う
同
際
都
市
で
学
び
、
広
い
視
野
と
日
本
を

外
の
世
界
か
ら
見
る
こ
と
の
出
来
る
資
質
が
こ
の
分
野
へ
の
進
川
を

可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
様
の
状
況
け
教
育
界
へ
の
進
出
も
可

能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
リ
大
陸
と
同
係
、
同
家
公
仲

m
H
や
公
務
民
に

職
を
求
め
た
卒
業
生
も
目
立
つ
。

佐
多
の
業
純
で
あ
る
貿
易
、
・
両
社
系
で
は
、
長
期
に
わ
た
る
日
中

聞
の
断
絶
の
中
で
、
思
い
切
り
そ
の
実
力
そ
夜
接
的
に
対
中
国
関
係

で
生
か
す
こ
と
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
か
っ
た
が
、
存
港
や
台
湾
、

あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
で
の
尚
社
活
動
な
ど
第
一
線
で
活
践
し
た
卒

業
生
は
多
い

a

中
肉
で
の
経
験
が

n

本
の
中
に
沈
没
す
る
こ
と
の
山

来
な
い
気
質
に
も
な
っ
て
い
た
上
う
に
み
え
る
。
そ
の
こ
と
が
日
本

純
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
合
支
え
る
力
に
も
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
さ
い
、
同
窓
の
強
さ
で
就
業
機
会
を
斡
旋
し
た
り
、
情
報

交
換
を
す
る
ケ
l

ス
む
多
か
っ
た
と
聞
く
c

日
中
国
交
が
も
う
少
し

早
け
れ
ば
、
書
院
卒
業
生
の
山
県
館
は
対
中
国
で
も
っ
と
大
き
く
な
っ

た
に
迎
い
な
い
。

n

中
凶
交
が
な
い
時
代
で
さ
え
、
少
し
で
も
中
国

と
か
か
わ
る
仕
事
を
求
め
て
い
た
状
況
が
ア
ン
ケ
ー
ト
の
個
々
の
回

答
内
容
か
ら
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
G

そ
こ
に
も
苦
境
の
中
で
も

頑
張
る
書
院
生
気
質
が
読
み
と
れ
る
。

（二）

書
院
の
閉
学

敗
戦
に
よ
り
収
鋭
同
文
鳥
院
大
学
と
岡
山
県
門
部
は
校
舎
合
交
通
大

学
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
り
、
寄
る
べ
き
場
所
も
な
く
な
っ
た
現
地

で
間
学
の
や
む
な
き
に
奈
っ
た
。
一
方
‘
日
本
の
呉
羽
校
地
で
の
継

続
も
母
体
の
東
亜
同
文
会
の
建
物
の
G
H
Q
に
よ
る
接
収
や
近
衛
文

府
会
長
の
肉
殺
に
よ
り
同
年
の
年
末
に
は
困
難
に
な
り
、
そ
の
よ
う

53 lit歪問主畠院ホ草生のt.＼草作一月巨 ,jfl,;J 丈＆ I"之卒業生’，，｝） アシ’Fート到 >i.1••,



第 28 表 『書院の閉学』を知った時の気持
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第 29 表帰国後の編入学校はど（回答分のみ）
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な
中
、
東
亜
同
文
書
院
大
学
会
中
心
に
京
械
帝
大
、
台
湾
術
大
の
学

生
の
受
け
入
れ
と
教
職
員
の
受
入
れ
の
た
め
書
院
大
学
最
後
の
本
間

院
長
が
奔
走
し
て
観
織
の
旧
予
備
士
官
学
校
跡
に
愛
知
大
学
を
新
設

す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
附
利

J

二
年
て
そ
の
結
県
、
お
院
教
H
H
の
ほ

か
・
一
一
O
四
名
の
多
く
の
書
院
大
学
と
同
市
町
門
部
の
学
生
が
愛
知
大
学

へ
編
入
学
す
る
こ
と
に
な
り
、
激
動
の
小
、
本
間
院
長
の
機
転
で
日

本
へ
引
掲
げ
た
書
院
学
生
の
多
く
が
身
の
置
き
所
を
縦
保
し
た
。

こ
の
よ
う
な
お
院
の
間
学
は
伝
学
中
の
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
品
川
w
院

の
卒
業
生
に
も
多
く
の
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
に
違
い
な
い
と
そ
の
気

持
を
た
ず
ね
た
回
答
が
第
二
八
炎
で
あ
る
内

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
妓
A・
r
・
と
い
う
気
持
と
「
や
む
を
え
ぬ
」
と
い

う
気
持
が
相
半
ば
し
て
い
る
。
「
や
む
を
え
ぬ
」
と
い
う
気
持
の
中

に
も
残
念
な
思
い
が
重
り
込
め
ら
れ
て
お
り
、
残
念
さ
と
あ
き
ら
め

と
が
棺
維
に
交
錯
し
た
思
い
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
乞
一
か
、

二
件
聞
を
願
っ
た
」
思
い
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
が
、
上
泌
に
ト
仔
布

し
て
こ
そ
書
院
で
あ
る
と
い
う
気
持
も
あ
る
こ
と
が
回
答
の
文
面
か

ら
も
読
み
と
れ
る
。

そ
ん
な
中
、
「
品
質
知
大
学
で
継
続
し
て
ほ
し
い
』
と
い
う
お
院
へ
の

思
い
を
愛
知
大
学
へ
託
し
た
い
と
す
る
願
い
も
み
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
約
五
O
年
前
書
院
の
関
学
を
知
っ
た
時
の
書
院

卒
業
生
と
ル
化
学
生
の
思
い
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
込
め
て
こ
の
よ
う

な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
問
学
時
、
書
院
大
学
お
よ
び
同
専
門
部
に
在
籍
中
の
書
院

学
生
の
帰
国
後
の
編
入
先
や
身
の
処
し
方
の
同
容
を
ま
と
め
る
と
第

二
九
去
の
よ
う
に
な
る
。
愛
知
大
学
以
外
で
は
商
大
系
、
ド
州
商
系
が

日
去
っ
。

八
、
戦
後
の
書
院
卒
業
生
の
中
国
お
よ
び
中
国
語
と
の
関
係

学
生
時
代
、
さ
ら
に
は
卒
業
後
も
中
国
大
陪
で
過
し
た
ケ

l

ス
の

多
い
書
院
の
卒
業
生
は
、
ど
こ
か
で
何
ら
か
の
形
で
中
国
と
の
か
か

わ
り
を
持
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
設
問
し
、
そ
れ
に

対
す
る
一
連
の
副
符
を
ま
と
め
た
の
が
第
一
一
一O
安
か
ら
第
三
五
表
に

か
け
て
の
諸
表
で
あ
る
3

第
一
一
一O
衣
で
は
「
戦
後
の
仕
事
が
中
固
と
関
係
が
あ
っ
た
か
』
に

つ
い
て
は
、
約
三
分
の
一
が
『
あ
る
」
と
し
、
冷
戦
状
況
下
で
も
な

お
山
中
国
関
係
の
仕
事
を
求
め
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
む
調

査
時
点
（
一
九
九
五
｝
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
と
リ
タ
イ
ア
も
あ
っ

て
そ
の
比
率
は
四
分
の
一
に
低
下
す
る
の
し
か
し
、
「
今
日
で
も
な

お
中
国
と
か
か
わ
り
た
い
気
持
」
は
過
半
の
卒
業
生
が
十
分
に
持
っ

て
お
り
、
逆
に
「
全
く
な
い
」
と
す
る
卒
業
生
の
数
は
少
な
く
、
中

国
へ
の
関
心
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
は
第
三
一
表
に
お
け
る
「
中
凶
へ
の
関
心
」
の
レ
ベ
ル
に
も

も
っ
と
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
、
約
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
生
が

「
大
い
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
」
。

ま
た
、
そ
ん
な
中
で
「
戦
後
中
国
へ
行
っ
た
」
卒
業
生
は
七
O

パ
ー
セ
ン
ト
に
速
し
、
中
国
へ
の
関
心
を
中
国
へ
出
か
け
る
こ
と
で

実
現
し
て
い
る
。
と
く
に
H

中
国
交
の
後
、
中
国
へ
自
由
に
出
か
け

る
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
が
書
院
卒
業
生
の
中
国
へ
の
忽
い
を
容
易
に

実
現
さ
せ
る
ニ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
多
く
は
観
光
を
か
ね
て
中
国
へ

出
か
け
、
と
り
わ
け
上
海
へ
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
卒
業
生
が
立
ち

寄
っ
て
い
る
。
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第 30 表
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同
長
に
は
訪
問
同
数
・
も
示
し
た
が
、
一
O
回
以
上
出
か

け
た
ん
小
業
午
．
し
か
な
り
多
い
と
り
わ
け
臼
山
中
関
係
の

要
職
に
銑
い
た
り
、
合
弁
企
業
関
係
、
さ
ら
に
は
中
凶
で

の
H

本
話
教
師
企
務
め
る
こ
去
に
な
っ
た
卒
業
生
も
多

く
‘
そ
の
よ
う
な
卒
業
生
が
一
O
阿
以
上
の
訪
問
を
し
て

い
る
今
l

ス
が
多
い
。

第
三
一
－
去
と
第
一
二
三
炎
は
、
現
段
階
に
お
け
る
中
国
語

山
使
別
刷
制
度
や
得
意
な
分
野
に
つ
い
て
の
同
党
H
を
ま
と

め
た
も
の
マ
あ
る
。

ま
ず
第
三
二
年
表
の
「
現
介
刊
の
中
国
紛
の
使
用
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
「
上
く
使
う
」
、
「
時
々
使
う
」
会
あ
わ
せ

る
と
約
四

O
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
生
が
中
国
訟
を
使
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、
そ
れ
は
各
州
に
共
通
し
て
み

ら
れ
、
か
つ
て
学
ん
だ
中
国
語
が
仕
事
や
純
一
味
で
な
お
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

3

第
三
三
炎
は
中
凶
語
の
閉
店
怠
な
分
野
を
「
読
み
」
、
『
書

き
」
、
「
会
話
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
レ
ベ
ル
に
対

し
て
の
阿
容
を
ま
と
め
て
示
し
た
・
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
上
る
と
、
「
な
ん
と
か
」
出
来
る
レ
ベ
ル
以
上
を
み
る

と
、
「
読
み
」
で
は
実
に
八
じ
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
『
お
き
」

で
は
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
‘
「
会
話
」
で
は
六
八
パ
ー
セ
ン

ト
の
卒
業
生
が
今
日
な
お
中
凶
語
を
生
か
す
力
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
原
点
の
書
院
教
育
の
中
で
大

き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
た
中
国
指
が
十
分
価
値
を
も
ち
、

省
効
性
を
発
測
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
第
三
四
奈
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
関
係
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
状
況
の
回
答
分
を
ま
と
め
て
示
し

1•1 士 i!JJ;，主L・：；，（唱 56



第 31 表中国との諸問係｛その 2)

期 :15 37 ,M 45 •Iii 
F付 Yミ 38 合計~ 33 34 :l6 

39 
40 41 42 -1:l 子科咋r司 Ml l 専門 子H' I!/門

大いにあり 32 13 :12 32 15 25 21 17 2ｷ1 13 I 6・ 2:1 12 ・ 8 283 
~ 
少しあ り 5 9 5 3 6 5 ιν2 

日
占、 ’> フ :, 2 3 26 

中
あ主りない同

r、、 -’s 」sよ L 、 3 ｷI 
ぴ｝

限i 不 19) 2 リー . ．・4 つー 13 
，心

品＇＂‘, 11- ,11 15 •17 38 2ｷ1 31 :1:1 ・·.，制') 3-1 19 I~} / :¥0 15 j 11 :179 

。＼~ h ’:> た 23 II 33 25 26 ゆ・aリえ 17 23: 11 17 19 8 2ti7 

fを fr つてなし、 17 4 13 13 6 '1 7 8 ・・〉. リ 3 2 100 

m 不 明 ・－．，, 12 

r、

f’、”H’. 41 15 -17 38 2ｷ1 31 :1:l 22 3-1 19 19¥ 30 15 II :179 

戦 1 0 回以上 4 2 ’F :, 日 自 I 4 ・2 ：：・z’ 3 57 

f失 5 回以上 2 2 :) 3 4 4 :i 3 :i 2 ・II
中

l司以上 5・1国人 3 4 
同 8 4 8 日 3 3 フ

への 2 巨l 5 2 11 6 2 2 8 :1 ・ 5 ‘> 50 
filul 
つ紋 l 回 10 2 4 3 :1 ゃ月 2 50 

た 守二 明 16 4 18 13 8 5 9 5 l l ’ 12 5) II 日 5 127 

ft •”1’ . 41 15 -17 38 24 31 :tl 22 34; 19 19) 30 15 i 11 379 

(1995 年アンケートより作成）

第 32 表中国語への親しみ

期 :l5 37 44 。15 46 
内 山符

~ 33 :14 :rn 38 
40 41 ・13 予れ： 1事！”！ Hli 咋門

合計
39 M｛ ~f門

現在 よ く ！史 フ 7 3 3 -, 自 ') 5 -15 

、 H寺i ”r I~ フ 9 5 13 !J 7 8 10 7 8: 12 3 6 2 103 

中 あ支り使わない 7 6 12 10 3 11 9 告 8 :J 3 99 
国 ｛定 .b な L 、 18 2 17 l'1 10 自 自 4 12 7 8 司 4 120 
語
σコ 不 明 2 3 3 13 
使
用 ［、＇ iiι , 41 15 ｷ15 38 24 3) 3:1 ワMワ旬 37 19 191 30 15 [ 11 379 

( 1995 ！（：.アンケートより n~h立）
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第 33 表中国語の得意な分野

期 :!5 
37 ・1・1 -15 46 

内 3手 ~ 33 34 36 
38 

-10 41 -12 u Mキi 噂111 H(r.･1"1 fｷHi 1/fr'J 
fι入’”金LI 

39 

者｝ 意 ｷ, 『 8 6 日 5' 2 2 ・ 5 5-1 (26.9も）

読
まずまず 17 17 15 7 l:l 19 6 12 6 7 2 2 129(:J.1.0弘）

なんとか 7 9 10 , I 8 H 11 8 4 II 8 -・〉 101 (26.6%) 
不得 E fi 8 0 '.! η .j 6 3 9 :J :, 66( 17.-1、｝

,1-J. 司J I列 H 5 ・》 : .. ・ B .. 29 (7.7'¥) 

a- ~量 I· -II 15 38 21 31 :1:i 匂－) ・旬) 3-1: 19 19 30 151 11 3i9( 100.。、）

.!J: I 九 刀 ') 2 3 31 (8.2¥l 

書
'l: 寸d まず 10 i 18 10 3 リ 10 時 4 5 3 ’P 9:!(24.5り

なんとか II 6 12 12 6 10 1 ・1 10 9 8 ｷI II I 
・》 122(32.2¥:l 

不／！十 j窓 8 2 9 I 7 10 7 円 1:1 :1 Ill 9 5 10・I (27.4も）

会』? ヰ； 19J 5 :, 6 3 3: l 2; I 29 (i.7も）

合計 ｷ11 15 ｷHi 九時 :11 33 －・！2 3ｷ1; 19 HI! 30 15: 11 379( 100.0'¥) 

,1匂ｷｷ; a喝

:> 。・e ・3 ‘‘’ , 4 ・ 3 3 3・I (9.0¥l 

ヨtエ>. 
まず t ず 10 6 1ｷ1 6 10 II 3 9 日 3 ・・，) 96(25.:1句）

なんとか 1:1 6 12 J.l 5 12 1ｷ1 II 10 日 5 』 9 129 (:!4.。句）
不得.~： 8 3 11 I :, 司. :, 五 l I 2 11 日 5 92 ( 2-1.2『）

d5 1~ l列 3 :i -1 2 28 (7.れ｝

へLI n 孟 LI ｷII 15 38 31 :i:i ')') 3-1; 19 I l』： 30 l:i 11 379( 100.0、）

（！（）%年アンケート t り｛判，x)

第 34 表 日本での中国関係のボランティアの内容

191 ・1-1 ｷ15 16 
内 ．各

~; I() ~: l:l :H 36 
:l8 ,10 ｷII ・13 ·f-1い咋1111 r-n ！咋I'’l Hli ・.＇／ I”l

rと－；－”3t 
:rn 

日，， ir問｛系 ill 設で i芯 !fi/J :l ヴー 6 ・ 3 :l ’B う＿.，に

中 If.I 自Ii 教師 ・』) :! ・』> 3 2 -, 3 
tjl 同留学生の jlそ Ii丹 3 -, 18 
残 i沼孤児の tit ,1& ;>
翻 訳 通 itR 2 
中 国 h汗 究 9 
引 t母音の世話 ・－》-
中国人への II 本語教育 2 
中［！J人への吋ーピ＂·文通 •) 

日中合弁企業 -, 
中凶 11,\J 係 !'I ＇.貸出版
日中関係クラゾ
1:ι3 ‘ 湾 liif 究
台湾の手伝い
中 国 ぴ〉 f議 ！羽
日中関係スポーツ
中岡本仰の講演

合計 6 司 :1 8 リ 7 12 9 9 ｷI i 8 7 : 9 I j ｷI 101 

(l!IB5iドアンケートより W1~）
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た
も
の
で
あ
る

3

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
全
体
で
約
一
O
O
人
の
卒
業
生
が
さ
ま
ざ
ま
な

中
同
聞
係
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

回
答
総
数
に
占
め
る
割
合
は
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
約
凹
分
の
一
に
当

た
る

a

す
で
に
卒
業
生
の
す
べ
て
が
高
齢
化
し
、
肢
も
若
い
卒
業
生

で
も
七

O
成
を
位
え
て
い
る
（
一
九
九
五
年
時
点
て
よ
り
尚
齢
の

卒
業
生
は
八

O
段
を
越
え
て
お
り
、
そ
の
卒
業
生
の
方
々
が
な
お
こ

れ
だ
け
の
中
国
関
係
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は

実
に
鮪
き
、
敬
意
を
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
内
容

は
日
中
関
係
の
組
織
や
中
国
語
の
教
師
、
中
国
人
関
学
生
の
欧
活
な

ど
が
目
立
つ
が
、
中
国
研
究
を
続
け
る
ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
そ
の
ほ

か
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
仕
事
も
多
彩
で
あ
り
、
書
院
卒
業
生
が
卒
業

後
も
何
ら
か
の
形
で
中
国
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
二
の
表
の

中
で
か
な
り
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
な
お
書

院
教
育
が
脈
々
と
生
き
継
が
れ
‘
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
書
院
精
伸

が
ど
っ
し
り
と
生
き
永
ら
え
て
い
る
こ

L

し
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
、
書
院
か
ら
得
た
も
の

最
後
に
書
院
卒
業
生
の
現
時
点
で
の
書
院
感
、
人
生
の
中
で
の
書

院
に
関
係
す
る
気
持
や
意
殺
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

第
三
五
表
は
「
書
院
か
ら
得
た
も
の
」
に
つ
い
て
の
同
容
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

回
答
内
容
は
「
大
い
に
あ
っ
た
」
と
一
括
で
表
現
し
た
ケ

l

ス
と

具
体
的
内
容
を
回
答
し
た
ケ

l

ス
が
あ
り
．
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
ま
と
め
整
理
し
た
c

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
き
く
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
最
も
多
い
の
は
『
中
国
へ
の
理
解
と
視
し
み
」
、

「
国
際
感
覚
と
世
界
的
悦
野
」
な
ど
、
中
間
に
対
す
る
強
い
関
心
と
理

解
で
あ
り
、
中
国
上
海
で
学
ん
だ
こ
と
が
日
本
を
外
か
ら
も
見
る
こ

と
が
出
来
、
ま
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
セ
ン
ス
を
養
成
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
述
す
る
よ
う
に
戦
後
の

日
本
社
会
の
中
で
強
く
自
覚
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
。

ま
た
も
う
一
つ
は
「
書
院
制
神
」
や
「
人
間
形
成
」
、
私
利
を
求
め

な
い
「
非
出
世
主
義
」
‘
「
精
神
皆
学
、
儒
教
」
、
『
使
命
感
、
責
任
感
」

な
ど
が
不
す
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
．
人
の
道
、
人
の
生
き
方
の
原
則
に

か
か
わ
る
部
分
で
あ
る
の

こ
の
一
一
つ
は
す
で
に
前
述
し
た
「
書
院
教
育
の
特
色
」
で
あ
ら
わ

れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
前
者
は
書
院
の
建
学
の
精
神
「
興
学
要
旨
」

に
沿
っ
た
そ
の
反
映
で
あ
り
‘
後
者
は
書
院
の
教
育
方
法
「
立
教
養

義
」
に
沿
っ
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
書
院
教
育
の
目
的

が
明
憾
な
形
で
書
院
生
に
受
容
さ
れ
今
日
な
お
継
検
さ
れ
て
き
た
こ

59 唱（空かl ）.；~民主宇 i, 魚川航跡一夜空i[uH; ＆；主，；＜： $.·t－、のアシケー｝調貴乃・ら



期 :J5 
:17 44 •1:i 4自

l付 'ii ~30 ~33 3ｷ1 36 
:lfl 

40 ｷII 43 H千i専門 予Hji専門 千代専！”！
｛；－.苛ι’ 

;19 . 
大いにあった 3 a 2 ’M ) 5 ・I ' 5 2 l I －・，， . 33 
中凶への.PW と iii しみ 6 2 8 8 :! 9 :J 3 ・I ｷ 2 2 6 ・．' 61 
l司際！感覚と世界的tl!J!f 3 3 9 3 。“ 3リ

中国語を教育できる 3 3 
戦後に「t きる 1） と (I!,; －ー, 3 －旬, 1:1 
書院精ドl• とその誇り 2 -, -, 14 
先緩や友人~ iヰた ワ旬 3 13 
附 Nr 将学、儒教 3 5 
人 fill 限l ・ーヲ 8 
？を縫時の；底抗力 抗

人 問 ff~ r:t ー。 7 
大陸的 lJ おらかさ ・・．> 3 
就職先 仕事 ・1・ ’‘>・ 。

;ltqfl 世t+.：泳、 Uf'J 少い ・》 8 
使命 11!,. 責任感 3 
白 .¥L t1: ‘ー>

協調 t性t I I ！引：：… 仁l一”引5 リ:! 自！万 2
Ii夜でのす！震の '111!;1の i; 宮1 I :! I I 

その他・I :I I I I I I :i I 1 ・ I 2 
ない 2 I I I 2 :1 I I :l i I 2 2 
無記入 ·I I 9 IO :i ｷI :i fi :i I 6 ｷI 2 : I 

i「 diｷ :!4 J I:! !ti、 H :l:'i 21 27 29 20 28 ¥ IH ! 21 22 l!i' 10 

書院から得たもの第 35 表

(1995Wアンケート主り （j・，，t)

止
が
わ
か
ろ
$
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
学
校
教
布
、
さ
ら
に

は
高
等
教
育
の
あ
り
方
が
き
わ
め
て
大
き
な
力
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
時
山
内
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
”

そ
の
他
、
先
輩
や
後
筑
‘
さ
ら
に
は
同
窓
の
つ
な
が
り
、

そ
の
中
で
の
人
間
関
係
．
自
信
や
低
抗
力
な
ど
、
書
院
教
育

の
独
自
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
唄

H
円
が
挙
げ
ら

れ
、
文
字
辿
り
「
書
院
教
育
」
が
多
く
の
お
院
生
に
受
容
さ

れ
、
人v
u

な
お
こ
の
よ
う
な
形
で
持
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
c

な
お
、
「
そ
の
他
」
の
中
に
は
色
々
な
例
別
の
観
点
の
却
価

も
合
ま
れ
、
少
数
だ
が
以
上
の
よ
う
な
か
な
り
明
綾
な
書
院

教
育
に
適
応
出
米
な
か
っ
た
同
然
い
も
あ
る

c

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
は
他
大
学
出
身
者
と
交

わ
る
社
会
の
中
で
の
自
己
特
性
の
評
価
に
よ
っ
て
ち
央
付
け

ら
れ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る

c

第
己
六
去
は
そ
の
よ
う
な
総
点
か
ら
、
「
他
大
学
出
身
者

し
」
比
較
し
た
応
院
生
の
特
徴
」
に
つ
い
て
の
凶
符
合
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
ま
と
め
、
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ゎ
火
に
心
さ
れ
る
上
う
に
、
こ
の
設
問
に
対
し
て
は
よ
り
多

く
の
附
答
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
思
う
と
二
ろ
が
あ
っ
た
も

の
と
忠
わ
れ
る
に

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
掲
第
二
一
五
夫
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、

書
院
教
育
の
二
つ
の
側
出
、
つ
ま
り
一
つ

H

は
日
中
世
般
に

か
か
わ
る
中
同
へ
の
理
解
と
縦
し
み
や
国
際
性
、
そ
し
て
一
．

つ
日
は
郎
教
的
凶
即
刻
一
に
耳
づ
く
人
道
主
義
と
が
・
』
こ
に
も
あ

ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
二
点
は
書
院
教
育
の
中
で
育
っ
た
書

院
卒
業
生
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
十
分
に
自
己
評
価
し
て
い

1・ ll セ書院？.L!.~：現l 60 



第 36 表 他大学出身者と比較した書院生の特徴

JUI 35 
37 44 45 46 

内 'a: 38 合計~:rn ~ 33 3ｷ1 36 
39 

-10 41 -12 •t:I 子H;I// 門 予約専門 f-fヰ専門

受校心と団結カ 5 2 7 3 7 10 日 10 3 ・ 4 :l' I 70 

移t !i'-f カt 広 し、 2 3 2 5 3 ・．) 刀 3 6・，. -. , 33 

中国への理解と愛務 5 :i 6 :1 6 2 2 。ゐ 30 

lil 際的なセンス ・・》. 今 日

rn前？ λマートでなく. l>んびり 3 7 3 4叫4 ”I 

誠実、人情、礼儀正しい ・．) 3 18 

Ul極性、使命感、個性的 2 つ・，

立身1lll世と弘和jを望まない 2 ワ旬 3 l!i 
';(( ft と ft aノζト6・ 2 2 。』 ・．> ') ・a
ｷ111 断力と優秀さ 2 8 
ほの下のM与ちと社会的rt献
豪放さと飲泊． 2 つ包 8 
γ：んだ科目が幅狭い 2 
('.I :ft 泊t f愈 3 
外国人への慣れ 3 
-－、.. 旺3 他 4 1 2 15 
I.:. し、 :l 4 3 18 
駐在 記 y、 店 2 2 lfi 5 I 3 :11 :1 5 i 2 0 ・’〉, ｷI . I 65 

f’、 d”I· '.!.7 11 13 •Iii 40 2:1 33 :>6 21 33 [ I リ 19 19 5 366 

(1995 ｛ドアンヤートより 11，，戊）

写真C 毎年同窓生が集う新年賀間交後会（1998. 1) 
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新年の賀飼交役会での『大旅行の歌J の大合唱。（ 1998. I) 写真 D

る
こ
と
が
わ
か
る
、

サ
て
？
二
＼
そ
れ
以
上
に
こ
こ
で
一
市
さ
れ
て
い
る
の
が
前
二
者
と
も

関
係
す
る
が
‘
『
霊
校
心
ー
と
団
結
力
」
で
こ
れ
が
他
校
出
身
者
に
比
べ

た
州
場
合
の
最
も
強
く
あ
ら
わ
れ
た
自
己
評
価
で
あ
る
。
一
般
人
と
の

比
悦
で
な
く
、
他
校
と
の
比
較
と
い
う
設
問
が
こ
の
よ
う
な
点
を
よ

り
一
層
強
く
引
き
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

’
』
h
w山
…
は
す
で
に
く
り
か
え
し
凶
符
の
山
中
か
ら
も
ぷ
さ
れ
た
よ
う

に
、
上
海
と
い
う
異
国
で
の
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ
る
全
寮
制
度
の
も

去
、
上
級
生
L
L
ド
級
生
の
ベ
ア
で
同
室
で
生
活
、
ま
た
、
「
－
X
脈
行
」

に
み
ら
れ
る
長
期
間
の
現
地
で
の
苦
楽
を
共
に
す
る
生
活
な
ど
‘
国
共

同
山
中
に

m
mか
れ
た
書
院
で
の
生
前
の
中
で
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
け
柄
本
的
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
卒
業
後
の
中
国
社
会
の
巾
で

生
き
て
い
く
過
院
で
も
相
互
扶
助
や
協
力
体
制
を
組
む
こ
と
で
の
γ

イ
ゲ
ン
テ
イ
テ
ィ
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に
戦
後
の
間
学
と

い
う
川
神
的
支
え
の
出
失
の
中
で
、
中
刷
で
は
な
く
大
手
の
本
業
生

が
新
た
に
た
知
の
日
本
で
の
再
出
発
を
同
ら
ね
ば
な
ら
な
い
厳
し
い

状
況
下
で
、
さ
ら
に
こ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
化
さ
れ
‘
そ
れ

れ
休
日
川
仙
川
神
的
な
支
柱
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
るc

そ
れ
は
俗
に
い

う
偏
淡
な
学
聞
と
は
異
な
り
、
書
院
を
こ
よ
な
く
愛
し
．
そ
れ
ゆ
え

に
必
院
年
業
生
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
「
書
院
共
同
体
」
と
い
う
の
が

妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
他
校
出
身
者
に
は
理
解
で
き
な

い
L

ヘ
ル
に
あ
り
、
そ
こ
に
書
院
自
体
が
有
し
た
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
が

淀
川
仰
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
『
帯
院
共
同
体
』
は
民
体
的
に
は
書
院
卒
業

生
の
中
で
も
同
議
同
士
は
も
ち
ろ
ん
、
先
輩
と
後
輩
と
の
強
い
つ
な

が
り
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
で
、
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と同時に戦後の東西冷戦の中、戦前、戦時に中国の上海にあったことで書院はスパイ学校ではなかったかという流言もみられ、中には懐民地経営のための人材養成学校だと記されたりすることしあった。この点は当時の川郎との問
係も含め、戦後も今Hも関心が持たれている部分であるョ

しかし、そのため、書院卒業伎の中には山身校を人前で話

以上のように書院は弘事な教脊システムを確立し、その中で書院生は十分にその教育を受け、その教育システムにl分応じた形で卒業後各方而で活躍し、戦後日本のーとりわけ高度経済成長期に経済界や教育界、官界、ジャlナりズムなどの発展を支えてきたeそのような書院生の活蹴はその出身が上海の東亜同文書院であったと知られ、前述したようにどこか神秘性のある「幻の名門校」というむしろ敬称が付されてささやかれたa

全体としては刷瓦に強い迎併感とM輔があり、そのような中で伺互にそれぞれの個性と力を尊敬し評価しあっている状況がうかがわれるc気質については戦前、戦中、戦後の卒業生の間に違いがあるという街僚もみられる。戦時中以降は書院での教育機会がト分受けられなかった・－との影響であろう。
第 37 表 先輩・同輩・後箪の聞の特徴は

期 35 
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同表によればかなり多憾で多面的な問符がポされている。それはそれぞれの立場での阿窓生とのつきあいの小から生まれてきた表現によるためであろうc
•15 相互はどのような評価や意織をもっているのであろうかJ第二一七表はその点についての同容をキーワードとして友とめ、示したものである。設問は「先輩、同輩、後訟の聞の特徴」に関する内山什について尋ねている。ｷ16 
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さ
な
く
な
っ
た
り
、

た
と
い
う
c

そ
二
で
こ
の
点
に
関
し
で
も
お
院
卒
業
生
に
尋
ね
る
こ
と
に
し

た
e

当
事
行
の
書
院
生
自
身
が
こ
の
よ
う
な
風
川
や
流
コ
を
ど
う
受

け
止
め
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
凶
答
を
第
三
八
炎
に
示
し

J
J
 回

答
者
数
は
さ
ら
に
ふ
え
、
然
記
名
者
は
か
な
り
少
な
い

F
J

そ
れ

だ
け
書
院
生
も
こ
の
風
仔
や
流
誌
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

c

そ
の
内
容
は
全
体
の
約
八
割
が
「
そ
の
よ
う
な
見
々
は
あ
り
え
な

い
」
と
す
る
最
も
多
い
凶
容
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
件
同

容
表
現
に
は
強
い
憤
り
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
胤
討
や

流
→
．
d

に
対
し
て
偵
く
ポ
内
定
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
れ
が
お
院

で
純
粋
に
学
び
生
活
し
た
書
院
生
の
大
方
の
見
方
だ
と
い
え
る

υ

た
し
か
に
、
日
中
戦
争
が
始
レ
よ
る
と
一
九
三
じ
年
秋
に
は
卜
，
海
時

海
軍
の
要
請
を
受
け
‘
一
二
四
期
生
が
約
半
年
聞
の
通
訳
従
取
を
し
て

い
る
。
し
か
し
‘
こ
れ
に
つ
い
て
も
第
・
一
次k
海
事
変
の
中
、
長
崎

仮
校
舎
へ
移
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
書
院
生
の
中
国
に
是
を
つ
け
て

い
た
い
気
持
と
、
当
時
の
戦
況
の
中
で
店
間
民
間
等
か
ら
の
書
院
べ

の
圧
力
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
‘
教
授
会
は
市
郎
か
ら
の

要
叫
印
刷
に
即
応
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
るω

ま
た
、
内
地
の
大
学
と
同
係
、
戦
局
悪
化
の
山
ヘ
一
九
四
三
片
山
に

な
る
と
徴
兵
猶
予
の
撤
廃
、
勤
労
動
員
、
繰
り
上
げ
卒
業
と
詐
院
七

順
次
戦
時
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
し
か
し
、
こ
れ
ら
』
迎

の
動
き
は
書
院
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
内
地
の
大
学
と
変
わ
ら
な

い
動
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
戦
時
下
の
励
き
だ
け
を
取

り
上
げ
て
書
院
を
特
別
に
ス
パ
イ
学
校
視
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ

中
川
で
の
話
会
さ
け
た
り
し
た
時
間
さ
え
あ
り

第 38 表
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ぅ
。
実
際
、
内
地
の
学
校
で
は
一
般
化
し
た
軍
事
訓
練
の
授
業
は
、

書
院
で
は
μ以
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
時
点
主
で
設
け
ら
れ
ず
‘
今
凶
の
凶

容
の
中
で
、
古
院
に
軍
事
訓
練
が
な
い
か
ら
書
院
へ
進
学
し
た
・
と
す

る
ケ
ー
ス
さ
え
み
ら
れ
た
「

同
容
の
中
に
は
、
自
ら
が
行
っ
た
「
大
旅
行
」
の
凋
査
報
公
牧
闘
が

術
部
に
利
用
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
－M
戒
的
な
回
符
も
あ
り
、

「
中
国
側
か
ら
み
れ
ば
や
む
伝
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
す
る
M

答
が
約
一
一
割
ほ
ど
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
大
旅
行
」
調
査
報
告

書
に
市
部
が
関
心
を
も
っ
た
吋
能
性
は
あ
る
に
せ
よ
、
川
郎
の
意
向

で
調
査
テ
ー
マ
や
コ
1

ス
が
直
接
的
に
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の

は
前
述
の
「
大
旅
行
」
に
聞
す
る
回
勘
九
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
見
方
の
問
題
も
あ
る
と
い
え
ろ
。
常
々
た
る
学
術
的
地

峡
調
査
も
見
方
を
変
え
れ
ば
ス
パ
イ
活
動
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ

る
c

少
く
と
も
満
州
事
費
以
前
ま
で
は
中
凶
側
か
ら
の
ヒ
ザ
が
出
さ

れ
て
お
り
、
堂
々
た
る
公
然
た
る
「
大
旅
行
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
が
時
同
の
変
化
の
中
で
、
ピ
ザ
が
山
さ
れ
な
く
な
っ
た

の
に
「
大
旅
行
」
を
支
店
し
た
分
を
急
に
ス
パ
イ
活
動
と
は
古
い
に

く
い
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
当
初
の
京
姫
川
文
会
と
し
て
の
統
合
時
に
は
多

少
の
粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
書
院
開
設
時
に
は
そ
の
開
設

け
標
は
日
中
間
の
迎
携
と
し
て
明
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
阿
保
下

で
、
純
枠
な
目
的
と
教
育
方
法
の
中
で
発
足
し
楚
燥
し
た
書
院
が
、

日
中
戦
争
の
激
化
と
日
本
側
の
戦
同
の
忠
化
の
中
で
、
書
院
も
最
後

の
段
階
で
否
応
な
し
に
戦
同
の
中
へ
巻
き
込
支
れ
る
に
干
辛
口
っ
た
の
は

事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
従
前
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
「
大
旅

行
」
と
が
辿
也
さ
れ
．
「
ス
パ
イ
学
校
」
悦
す
る
川
叫
が
が
立
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
c

書
院
卒
業
生
の
回
答
内
容
は
、
こ
の
風
評
や
書
院
の
性
格
を
め
ぐ

る
挑
論
に
対
す
る
具
体
的
な
凶
先
日
と
し
て
ト
分
・
泣
味
が
あ
る
と
い
え

る
。
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一
O
、
お
わ
り
に
｜
人
生
の
満
足
度
と
富
院
l

書
院
は
上
海
に
開
学
し
て
本
年
（
一
一
O
O

一
年
）
に
一
O
O
年
目

今
迎
え
る
。
肢
後
の
学
業
生
の
齢
は
じ
O
均
械
の
半
ぽ
に
な
る
コ
活
脱

さ
れ
て
い
る
か
も
お
ら
れ
る
が
、
多
く
の
卒
業
生
は
肢
も
日
制
し
た

人
生
の
ヒ
l

ク
を
過
ぎ
余
生
を
楽
し
む
年
齢
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
晶
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
た
だ
き
、

人
生
の
満
足
度
に
つ
い
て
－
H

己
日
怖
を
し
て
い
た
だ
い
た
、
そ
の
川

容
が
第
三
九
衣
の
上
半
分
の
部
分
で
あ
る
。

こ
の
設
問
に
も
多
く
の
方
が
回
附
合
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
工

る
と
、
「
玄
ず
支
ず
満
足
て
と
す
る
凶
芥
が
全
体
の
過
平
合
占
め
、
そ

れ
に
「
大
い
に
満
足
」
の
阿
容
を
加
え
る
と
三
分
の
二
の
問
答
行
が

ほ
ぼ
満
足
し
た
人
生
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
若
干
「
不
満
足
」
だ
っ

た
と
す
る
回
答
者
も
み
ら
一
れ
る
が
、
大
勢
と
し
て
は
「
満
足
」
と
の

問
答
に
正
爪
な
と
こ
ろ
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
合
実
施
し
た
貯
水
針
は
小
ツ

と
し
て
い
る
。
書
院
h
H
r業
律
い
は
戦
前
か
ら
戦
後
の
激
動
期
の
中
、
そ

れ
も
山
中
凶
で
の
学
生
生
活
に
加
え
大
半
の
卒
業
生
が
中
国
や
満
州
で

や
一
日
さ
れ
、
戦
後
の
紙
し
い
殴
岐
に
遭
遇
さ
れ
て
、
多
く
の
苫
労
を

経
験
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
多
く
の
『
満
足
感
」
は
、
激
動
の
時
代
の
山

t

で
、
思
い
切
り
活
動
し
生
き
て
き
た
こ
と
の
誌
で
あ
ろ
う
し
、
多
く

の
壮
両
院
生
が
入
学
時
に
描
い
た
大
陸
で
の
雄
飛
と
い
う
進
取
に
－
M
ん

だ
気
性
の
夢
が
、
そ
の
後
の
人
生
の
中
で
も
大
い
に
芽
吹
き
カ
を
発

陣
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
『
満
足
感
」
の
中
に
、

ど
の
稜
度
お
院
と
の
か

人生をふりかえって満足度は
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か
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
畿
の
下
半
分
は
そ
れ
に
対
す
る

田
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
『
書
院
と
大
い
に
間
保
が
あ
る
」
と
の
回
答
が
実

に
凹
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
‘
そ
れ
に
「
書
院
と
や
や
聞
係
が
あ
る
」

を
加
え
る
と
七
O
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
関
係
あ
る
」
と
自
己
評
慨
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
書
院
と
は
全
く
閲
係
が
な
い
』
は
わ
ず
か

数
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
れ
に
「
書
院
と
は
あ
ま
り
関
係
な
い
』
を
加
え

て
も
－
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

人
生
の
満
足
を
『
書
院
と
の
関
係
が
あ
る
』
と
す
る
田
容
は
全
期

に
わ
た
っ
て
広
が
っ
て
お
り
、
年
放
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
の
内

務
に
は
書
館
で
の
教
育
や
書
院
の
同
窓
の
中
で
の
相
互
協
力
な
ど

色
々
な
側
面
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
生
で
の
『
ま
ず
ま
ず
』
以
上
の
糊
足
度
は
、
事

業
生
の
心
の
中
で
書
院
の
存
在
が
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
上
海
で
の
書
院
キ
ャ
ン
パ
ス
は

盗
を
消
し
た
が
、
書
院
梢
神
は
こ
の
一
世
紀
の
問
者
院
本
難
生
の
中

に
脈
々
と
継
承
さ
れ
、
今
後
も
多
面
的
に
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

あ
ら
た
め
て
、
す
ぐ
れ
た
書
院
教
育
の
成
果
と
、

た
書
院
卒
業
生
の
力
量
に
敬
意
を
裂
し
た
い
。

そ
れ
に
こ
た
え
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注
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九
九
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守
間
川
紀
暖
』
に
w
u
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l

市
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ω
同
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お
院
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中
国
潟
市
此
旅
行
プ
ラ
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山
川
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…
と
品
開
口
県
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常
川

愛
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大
学
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際
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要
‘
第
九
一
口
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な
お
．
本
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同
文
は
、

ω
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凶
佐
久
（
一J
U
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川
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淵
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究
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明
秋
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収
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川
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枯
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、
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w
u
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刊
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南
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九
C
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支
部
経
済
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一
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丸
苦
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佐
久
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．
九
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川
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打
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．
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号
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文
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大
学
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愛
知
大
学
』
、
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一
日
開
．
六
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版
刊
む

（
り
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馬
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鍬
太
郎
（
一
九
－
一
ヘ
）
「
上
海
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人U
」
、
文
机
研
究
、
m
a
ヘ

号
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）
大
学
史
編
纂
委
員
会
（
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九
八
一
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｝
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東
磁
同
文
書
院
大
学
史
創
L
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八
十
問
年
記
九
・
即
応
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円
沼
友
会
八
八
｜
ヘ
九
へ
？
ジ
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（
日
）
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掲
（

4
v
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（
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）ω
藤
間
佳
久
間
開
符
｛J

九
九
四
ご
．
中
国
・
ど
の
出
会
い
｜
夜
空
同
文
書

院
・
中
同
源
流
旅
行
記
録
．
第
一
巻
円
大
川
内
帆
引

山
川
藤
悶
伎
久
編
一
者
（
一
九
九
五
）

2
1
凶
を
歩
く
l

東
一
視
同
文
書
院
・

中
国
調
市
民
旅
行
記
録
、
第
二
巻
可
大
明
堂
円

ω
即
時
間
佐
久
嗣
蕊
ご
九
九
八
）
「
山
中
同
を
M結
え
て
取
直
川
文
書

院
・
中
国
調
査
旅
行
記
録
、
第
三
巻
片
大
明
堂
。

（
日
｝
前
倒
伺
（7
｝3

〔
付
記
〕

位
後
に
付
録
的
で
は
あ
る
が
、
持
院
卒
業
生
の
万
々
が
挙
げ
て
い

た
だ
い
た
書
院
で
学
ん
だ
附
代
の
「
印
象
に
問
る
教
師
逮
」
を
抗
凹

一
一J
火
と
し
て
一
覧
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
ド
火
中
の
紋
山
十
は
教
師
の
名
を

記
入
し
た
刷
附
A
H欽
合
・
不
寸
ャ
教
師
の
叫
就
任
川
捌
d
り
あ
る
た
め
、
教
．
帥

山
間
に
ψな
が
あ
る
が
、
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
な
く
、
－
印
象
に
残
る
」
教

師
と
い
う
こ
ド
」
で
ご
則
前
い
た
だ
き
た
い

J

た
だ
‘
お
院
教
育
山
中

で
ど
の
教
師
が
印
象
深
か
っ
た
か
と
い
う
点
は
、
そ
の
教
育
が
書
院

生
に
何
・
り
小
山
形
で
影
響
合
与
え
た
と
い
う
ぶ
か
ら
み
れ
ば
興
味
深

い
も
の
が
あ
る

ζ

1・・l -t&i:;:.r，！.色 !il till 
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あ
と
が
き

今
回
、
こ
こ
に
示
し
た
東
亜
同
文
脊
院
卒
業
生
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
結
県
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
第
者
が
二

O
年
近
く
に
わ
た
っ
て
す

す
め
て
き
た
東
盛
岡
文
書
院
に
関
す
る
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
当

初
、
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
研
究
が
．
今
日
少
な
か
ら
ず
脚
光
合

浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
思
う
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
そ
の
最

大
の
背
既
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
峻
の
出
演
に
よ
る
東
西
冷
戦
体
制
の

崩
棋
と
そ
れ
に
連
動
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
岡
市
い
堕
の
肋
峻
が
あ

る
。
中
国
に
つ
い
て
は
、
讃
長
さ
れ
て
い
た
文
本
倣
の
現
実
が
浮
か

び
上
が
り
、
経
済
の
改
革
開
放
政
策
が
人
々
の
意
識
を
変
え
た

J

そ
ん
な
中
で
、
厚
い
慢
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
き
た
書
院
に
も

光
が
よ
う
や
く
当
た
り
始
め
、
そ
れ
ま
で
さ
わ
ろ
う
と
も
し
な
か
っ

た
研
究
計
も
そ
の
作
在
に
新
鮮
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

も
、
文
革
時
代
と
そ
の
余
韻
の
伐
る
時
代
、
お
院
を
併
国
主
義
日
時

の
先
兵
と
し
て
一
蹴
し
て
い
た
中
国
さ
え
、
近
年
研
究
者
が
そ
の
成

果
物
に
熱
い
目
を
法
ぎ
始
め
、
書
院
に
ま
で
関
心
を
持
と
う
と
し
て

い
る
。
書
院
の
後
継
的
仔
従
で
あ
る
愛
知
大
学
も
そ
の
シ
フ
ト
を
変

え
た
の
は
ま
だ
新
し
い

F

書
院
を
め
ぐ
る
庫
県
軸
は
今
や
大
き
く
転

換
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
正
広
な
見
か
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
従
来
は
書
院
の
実
体
は
熟
知
さ
れ
ず
、
流
行
や
風
討

が
幅
を
き
か
せ
や
す
い
状
況
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
議
院
研
究
を
歴
史

的
史
資
料
か
ら
改
め
、
記
録
さ
れ
た
そ
れ
ら
史
資
料
だ
け
を
正
当
と

み
な
す
研
究
も
あ
る
。
し
か
し
‘
そ
れ
ら
史
資
料
が
ど
れ
ほ
ど
の
実

体
を
説
明
で
き
る
か
に
つ
い
て
の
確
証
は
な
い
。

従
来
の
書
院
を
め
ぐ
る
外
側
の
史
資
料
に
よ
る
研
究
を
認
め
な
が

ら
も
、
今
回
は
内
側
の
書
院
生
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
、
生
き
た

証
人
と
し
て
経
験
的
事
実
を
詰
っ
て
い
た
だ
い
た
む
さ
ま
ざ
ま
な
史

資
料
や
制
度
の
具
体
化
は
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
書
院
生
そ
の
も
の

に
爪
接
投
影
さ
れ
て
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
錯
覚

や
時
代
性
も
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
‘
五O
年
以
上
の
経

過
と
そ
の
後
の
変
節
の
時
代
を
経
験
さ
れ
た
お
院
生
の
言
葉
は
十
分

信
活
性
が
あ
り
説
得
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
方
法
と
は
い
え
、
従
来
、
書
院
生
自
体
へ
の
調
査
は
行
な
わ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
今
回
の
こ
の
報
告
が
書
院
の
内
側
か
ら

の
生
の
姿
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
前
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
確
的

し
て
い
る
。

今
後
の
書
院
の
再
評
価
を
含
め
、

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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こ
の
報
告
が
お
院
研
究
の
一
助

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
貨
に
は
凶
O
O
人
近
く

の
品
院
卒
業
生
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

η

九
O
近
い
設
問
が
あ
っ

た
こ
と
も
あ
ろ
う
、
回
収
率
は
三
割
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
ご
高
齢

で
他
の
方
に
代
議
し
て
い
た
だ
い
て
附
容
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
方

も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
各
項
目
に
丁
軍
に
お
答
え
い
た
だ

い
た
上
に
、
さ
ら
に
多
く
の
怠
日
比
や
お
考
え
を
御
教
示
い
た
だ
い
た

い
々
々
も
多
か
っ
た
c

あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
。

思
わ
ぬ
多
く
の
凶
符
内
山
什
を
前
に
‘
ど
の
上
う
に
ま
と
め
た
ら
上

い
か
思
案
す
る
時
期
も
あ
っ
た

3

早
く
盤
創
出
し
て
ま
と
め
た
い
意
欲

は
ト
分
あ
っ
た
が
、
川
町
に
お
院
研
究
の
動
向
七
日
比
傾
め
て
お
き
た

い
気
持
も
あ
っ
旦
た
・
本
年
、
書
院
関
学
一

O
O
周
年
の
年
に
あ
た

り
、
ニ
の
機
会
に
こ
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
出

来
た
の
は
幸
い
で
あ
る
。
す
で
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
整
理
は
数
年
前
に

出
来
L
L
っ
て
い
た
が
、
今
回
、
回
答
内
容
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
と
め



る
方
法
で
整
理
し
た
。
そ
れ
以
上
の
換
作
は
せ
ず
、

失
わ
ぬ
よ
う
に
表
現
し
た
つ
も
り
で
あ
る
Q

多
く
の
回
答
を
多
く
の
情
報
と
と
も
に
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
な
レ
ベ
ル
で
し
か
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
・
」
と
に
残
念
な
れ
丸
持

も
あ
る
。
こ
れ
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
。
関
連
し
て
い
た
だ
い
た
多

く
の
情
報
は
別
の
形
で
被
用
を
す
す
め
、
別
の
機
会
に
第
二
州
！
ど
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
ら
と
．
闘
っ
て
い
る
3

と
こ
ろ
で
、
ご
田
容
を
い
た
だ
き
な
が
ら
す
で
に
鬼
絡
に
入
ら
れ

た
方
々
も
い
る

3

こ
の
結
果
を
お
知
ら
せ
で
き
な
か
っ
た
こ
と
へ
の

お
詫
び
と
、
ご
冥
福
を
心
よ
り
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
形
で
発
表
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
い
た
だ
い

た
愛
知
大
学
班
盛
岡
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
に
は
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
、
川
氏
立
を
同
っ
て
い
た
だ
い
た
旺
文
社
の
官
減
給
也
氏
に
も

陪
く
お
礼
巾
し
上
げ
る
。
ま
た
．
般
川
県
を
手
助
っ
て
く
れ
と
姿
千
鶴

子
に
も
感
謝
を
表
し
た
い
。

さ
ら
に
あ
わ
せ
て
細
か
な
表
組
み
な
ど
短
時
間
に
印
刷
し
、
書
院

一
O
O
周
年
記
念
日
の
出
版
に
間
に
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
三
愛
企

画
に
も
お
礼
申
し
上
げ
る
。

資
料
的
価
値
を

ニ
O
O

一
年
（
平
成
二
ニ
年
）

愛
知
大
学
文
学
部藤

五
月
ヒ
臼

（
地
理
学
）

悶
佳
久
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縄
集
部
よ
り

『
同
文
書
院
記
念
報8
号
』
掲
載
の
「
北
京
国
家
図
書
館
所
蔵
東
岐

川
文
書
院
1
9
3
8
1
4
3

年
書
院
生
夏
季
旅
行
調
査
報
告
書
及
び

日
誌
目
録
」
（
房
建
口
中
国
社
会
科
学
院
辺
境
史
地
研
究
セ
ン

タ
ー
副
所
貝
）
は
房
述
昌
先
生
が
昨
年
の
夏
、
来
日
し
、
山
羽
織
及
び

東
京
で
報
告
さ
れ
た
も
の
の
原
縞
（
著
者
執
筆
）
で
あ
り
ま
す
企
こ

れ
に
対
し
藤
間
照
男
会
員
他
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

編
集
部
よ
り
ご
説
明
い
た
し
棄
す
。

一
‘
大
旅
行
報
告
書
、
日
誌
に
つ
い
て
総
括
的
な
報
仲
一
円
で
あ
り
‘

個
々
の
項
目
は
す
べ
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
例
外
的
に
一
部

詳
細
な
記
述
の
も
の
が
あ
り
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
と
の
指

摘
。

・
・
あ
く
ま
で
房
先
生
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
お
り
ま

斗
ヲ

一
一
、
項
目
の
一
郎
で
、
国
務
院
外
事
弁
公
室
編
集
印
制
の
『H
本
人

物
辞
典
』
か
ら
の
引
用
が
あ
り
、
内
容
の
一
部
に
大
き
な
問
題

が
あ
る
と
の
指
摘
。

・
・
一
一
先
生
が
引
用
さ
れ
た
意
図
は
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

部
分
は
標
題
の
主
旨
か
ら
い
っ
て
も
‘
ま
た
店
先
生
の
執
取
で

は
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。
執
議
机
引
に
も
ご
述
絡
の
上
、
炊
の
附
明
刷
附
に
削

除
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
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