
表紙は、上の校章を模して製作された記念館
ステンドグラスをデザインしたものである。

ＩＳＳＮ　0912̶1382

26

2011

成
瀬
記
念
館

　２
０
１
１

No.
26



6 頁・25頁に関連記事

成瀬2011_01_口絵.indd   1 11/07/06   16:25



成瀬2011_01_口絵.indd   2 11/07/06   16:26



目　次

成瀬記念館　2011 No. 26

口
絵附

属
豊
明
幼
稚
園
新
園
舎
落
成

『
青
鞜
』
創
刊
一
〇
〇
周
年
記
念
展
「『
青
鞜
』
と
日
本
女
子
大
学
」

巻
頭
言

三
綱
領
と
の
出
会
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
蟻
川　

芳
子
…
4

随
想豊

明
幼
稚
園　

落
成
式
を
前
に
し
て
思
う
こ
と

│
様
々
な
思
い
を
受
け
継
い
で
新
園
舍
へ
│

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
永
田　

陽
子
…
6

企
画
展
「
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
庶
民
信
仰
の
空
間

―
音
羽
と
雑
司
ヶ
谷
―
」 …
…
…
…
…
…
…
永
村　
　

眞
…
9

も
っ
と
書
架
が
あ
っ
た
ら
い
い
の
に
…

│
中
嶌
邦
先
生
の
蔵
書
を
い
た
だ
い
て
│
 …
大
門　

泰
子
…
11

研
究
ノ
ー
ト

宮
澤
ト
シ
の
卒
業
証
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
根　

知
子
…
14

建
物
紹
介

傾
斜
地
に
寄
り
添
い
、
子
供
の
成
長
に
寄
り
添
う
建
築

―
豊
明
幼
稚
園
と
さ
く
ら
ナ
ー
ス
リ
ー
の
改
築
に
参
画
し
て
―

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
篠
原　

聡
子
…
25

資
料
探
訪

成
瀬
仁
蔵
の
実
践
倫
理
講
話
│『
実
践
倫
理
講
話
筆
記

（
明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
）』
を
読
む
│

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
片
桐　

芳
雄
…
35

未
発
表
資
料　

29

成
瀬
仁
蔵
講
話
１　

四
十
二
年
度
計
画
発
表
会

│
明
治
四
十
二
年
四
月
十
八
日
│
…
…
…
42

　
　
　
　
　
　

2　

第
一
学
年
に
て

│
明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
四
日
│
…
…
48

資
料
紹
介

成
瀬
仁
蔵
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　

│『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
』
１
９
１
２
年
11
月
10
日
│

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
川
端　

康
雄
…
72

成
瀬
記
念
館　

二
〇
一
〇
年
度
活
動
の
記
録
…
…
…
…
…
…
…
…
…
73

展
示
の
記
録
（
二
〇
一
〇
年
度
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
79

表
紙
題
字
・
成
瀬
の
文
字
は
創
立
者
の
自
署　

カ
ッ
ト
・
江
口
ま
ひ
ろ

成瀬_2011目次.indd   1 11/07/06   16:27



―4―

巻 頭 言

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
先
生
は
、
亡
く
な
る
一
ヶ
月
程
前
、
教
育
理
念
の
集
大
成
と
し
て
「
信
念
徹
底
」、「
自
発
創
生
」、

「
共
同
奉
仕
」
の
三
綱
領
を
墨
書
さ
れ
た
。
私
達
は
学
生
時
代
、「
三
つ
の
教
え
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
の
理
念
は
本

年
創
立
一
一
〇
周
年
を
迎
え
る
現
在
も
「
女
子
を
人
と
し
て
、
婦
人
（
女
性
）
と
し
て
、
国
民
と
し
て
教
育
す
る
」
と

い
う
建
学
の
精
神
と
と
も
に
、
学
園
を
支
え
る
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
。

近
年
文
部
科
学
省
は
、「
個
性
輝
く
大
学
の
確
立
」
を
奨
励
し
、
大
学
は
独
自
の
個
性
を
発
揮
し
て
そ
の
特
徴
を
出

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
私
学
で
あ
る
か
ら
こ
そ
個
性
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
建
学
の
精
神
や
教
育

理
念
に
他
な
ら
な
い
。

今
年
創
立
一
一
〇
周
年
を
迎
え
た
本
学
は
、
さ
ら
に
一
〇
年
後
の
創
立
一
二
〇
周
年
に
向
け
て
、
昨
年
度
よ
り
教
育

改
革
の
検
討
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
基
本
は
創
立
者
の
掲
げ
た
建
学
の
精
神
、
教
育
理
念
の
三
綱
領
お
よ
び
自

学
自
動
主
義
の
教
育
方
針
で
あ
る
。
教
育
と
は
人
材
の
育
成
で
あ
る
が
、
そ
の
育
成
す
る
学
生
像
は
、
建
学
の
精
神
に

帰
着
す
る
。
現
在
の
言
葉
で
表
せ
ば
、「
自
ら
の
個
性
を
発
揮
し
、
国
際
的
視
野
を
も
っ
て
問
題
解
決
が
で
き
る
人

材
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
『
成
瀬
先
生
の
お
し
え
』
に
よ
れ
ば
、

三
綱
領
は
単
に
学
園
の
教
育
理
念
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
に
立
つ
人
の
生
活
理
念
で
あ
り
、
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
。
こ

れ
は
成
瀬
先
生
の
生
活
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
理
念
を
継
承
し
、
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
先

生
の
生
命
は
永
久
に
生
き
、
本
学
園
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
先
生
が
主
力
を
傾
倒
し
て
培
養
し
来
ら
れ

三
綱
領
と
の
出
会
い

日
本
女
子
大
学
学
長

成
瀬
記
念
館
館
長

蟻

川

芳

子

成瀬2011_巻頭言.indd   4 11/07/06   16:29
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た
生
命
で
、
後
継
者
に
於
て
、
一
層
鞏
固
に
留
意
確
立
す
る
よ
う
切
望
せ
ら
れ
た
点
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
本
の
編
著
者
は
、
英
文
学
部
三
回
生
、
教
育
学
部
六
回
生
で
第
五
代
学
長
の
大
橋
廣
先
生
と
、
成
瀬
先
生
が
亡
く

な
る
ま
で
先
生
に
師
事
し
た
国
文
学
部
五
回
生
仁
科
節
氏
で
、
お
二
人
と
も
創
立
間
も
な
い
本
学
で
、
成
瀬
先
生
の
教

え
を
受
け
た
方
々
で
あ
る
。

私
が
こ
の
『
成
瀬
先
生
の
お
し
え
』
に
最
初
に
出
会
っ
た
の
は
、
実
は
小
学
校
六
年
生
の
時
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て

も
私
を
日
本
女
子
大
学
で
学
ば
せ
た
い
父
母
の
意
向
で
附
属
中
学
受
験
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
母
は
あ
る
時
こ
の
本

を
知
り
合
い
の
方
か
ら
手
に
入
れ
て
き
た
。
私
の
面
接
の
み
な
ら
ず
、
両
親
の
面
接
の
た
め
に
で
も
あ
ろ
う
が
、
母
は

成
瀬
先
生
の
お
し
え
に
つ
い
て
徹
底
的
に
勉
強
し
、
私
に
教
え
て
く
れ
た
。
中
学
の
門
を
く
ぐ
る
前
に
、
三
綱
領
は
私

の
身
に
染
み
つ
く
結
果
と
な
っ
た
。
入
学
式
当
日
、
ま
だ
豊
明
講
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
現
成
瀬
記
念
講
堂
で
、
正
面
に

掲
げ
ら
れ
た
三
綱
領
の
額
が
厳
か
に
輝
い
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
学
長
は
、
こ
の
本
の
著
者
大

橋
廣
先
生
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
月
初
め
、
成
瀬
記
念
館
で
、
こ
の
三
綱
領
の
現
物
を
目
に
す
る
機
会
に
巡
り
合
っ
た
。
オ
フ
ホ
ワ
イ
ト
の
絹

布
に
力
強
く
墨
書
さ
れ
た
「
信
念
徹
底
」
は
、
一
段
と
風
格
が
あ
り
、
今
で
も
生
命
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
。
私
達
は
創
立
者
の
遺
志
を
継
承
し
、
創
立
の
地
目
白
で
、
新
生
日
本
女
子
大
学
を
目
指
し
、
そ
の
構
想
に
専
念
し

て
行
く
所
存
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
五
月

成瀬2011_巻頭言.indd   5 11/07/06   16:29
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ずいそう

豊
明
幼
稚
園

落
成
式
を
前
に
し
て
思
う
こ
と

│
様
々
な
思
い
を
受
け
継
い
で

 

新
園
舍
へ
│

永
田　

陽
子

豊
坂
を
上
が
っ
て
く
る
と
凛
々
し
く

堂
々
と
、
ま
た
懐
深
く
、
温
か
く
迎
え
て

く
れ
る
建
物
。
新
し
い
幼
稚
園
が
平
成
二

三
年
一
月
に
竣
工
い
た
し
ま
し
た
。

現
園
舍
へ
の
別
れ
と
思
い

現
園
舎
は
大
学
創
立
七
〇
周
年
の
記
念

事
業
と
し
て
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）

年
に
、
当
時
の
住
居
学
科
教
授
で
い
ら
し

た
小
川
信
子
先
生
の
設
計
で
建
築
さ
れ
、

今
年
で
四
〇
年
に
な
り
ま
し
た
。
小
川
先

生
は
、
子
ど
も
の
鋭
い
感
受
性
に
よ
っ
て

教
員
も
教
え
ら
れ
、
そ
の
相
互
作
用
に
よ

り
子
ど
も
の
社
会
性
が
養
わ
れ
る
よ
う
に

工
夫
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
子
ど
も
同
士
の

個
性
が
見
出
せ
る
よ
う
に
、
出
会
い
の
場

（
渡
り
廊
下
の
ア
ル
コ
ー
ブ
・
テ
ラ
ス
な

ど
）
を
数
多
く
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど

も
達
は
こ
の
隅
々
ま
で
気
を
配
ら
れ
た
環

境
の
中
で
、
主
体
的
に
環
境
に
か
か
わ
り
、

一
人
一
人
が
自
分
の
遊
び
に
集
中
し
、
皆

と
一
緒
に
生
活
す
る
楽
し
さ
を
身
に
つ
け

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
創
立
者
成
瀬
仁
蔵

先
生
の
教
育
理
念
で
あ
る
自
学
自
動
の
精

神
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し

い
園
舎
も
長
い
年
月
を
経
る
う
ち
に
、
水

道
管
の
破
損
に
よ
る
水
漏
れ
や
電
気
関
係

の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
老
朽
化
が
進
み
、
誠
に

残
念
で
す
が
建
て
替
え
ざ
る
を
得
な
く
な

り
ま
し
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々
が
現
園
舎
と

お
別
れ
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、
一
昨
年
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
回
生
の
同
窓
会
を
幼
稚

園
で
行
え
る
よ
う
に
し
、
ま
た
現
園
舎
に

か
か
わ
っ
た
方
々
を
お
呼
び
し
た
り
、
在

園
し
て
い
る
子
ど
も
達
や
保
護
者
の
方
々

に
も
園
庭
を
開
放
し
た
り
い
た
し
ま
し
た
。

園
舎
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
皆
さ
ま
方
の

中
か
ら
、「
大
切
な
幼
稚
園
を
壊
さ
な
い

で
下
さ
い
」「
泰
山
木
を
切
ら
な
い
で
！
」

「
ま
だ
、
建
て
替
え
を
し
な
く
て
も
い
い

の
に
」
な
ど
の
声
も
沢
山
お
聞
き
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
度
に
本
当
に
皆
様
が
豊
明

幼
稚
園
を
大
切
に
思
っ
て
下
さ
っ
て
い
る

こ
と
を
改
め
て
有
り
難
く
思
い
ま
し
た
。

ま
た
一
方
で
こ
の
機
会
に
皆
様
が
思
い
出

を
語
り
合
い
深
め
て
頂
い
た
こ
と
で
、
希

望
を
も
っ
て
新
園
舎
の
完
成
を
楽
し
み
に

し
て
下
さ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
建
築
中
の
一
年
半
の
間
、
園
庭
は

前
庭
だ
け
と
な
り
、
遊
戯
室
は
プ
レ
ハ
ブ

と
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
広
い
園
庭
で
走

り
回
っ
て
い
た
子
ど
も
達
に
と
っ
て
は
残

念
な
の
で
す
が
、
幸
い
隣
接
す
る
目
白
台

運
動
公
園
も
利
用
し
、
全
教
員
で
工
夫
し

対
策
を
講
じ
な
が
ら
、
子
ど
も
達
の
育
ち

成瀬2011_随想_永田氏.indd   6 11/07/06   16:29
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随 想

に
万
全
を
期
し
て
参
り
ま
し
た
。
子
ど
も

達
は
、
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
毎
日
出
来

上
が
っ
て
い
く
園
舎
を
眺
め
な
が
ら
過
ご

し
ま
し
た
。
新
園
舎
を
使
う
こ
と
な
く
卒

園
し
て
い
く
学
年
が
二
学
年
あ
り
ま
し
た
。

昨
年
卒
園
し
た
子
ど
も
達
は
、
卒
園
前
の

創
作
劇
『
ず
っ
と
続
く
よ
、
ハ
ッ
ピ
ー
幼

稚
園
』
で
、
工
事
中
に
お
庭
で
驚
い
て
い

る
虫
達
の
様
子
や
園
舎
が
壊
さ
れ
て
い
く

寂
し
さ
を
表
し
な
が
ら
も
、
皆
の
気
持
ち

が
一
つ
に
な
り
、
豊
明
幼
稚
園
を
大
切
に

し
、
新
し
い
幼
稚
園
を
楽
し
み
に
し
て
い

る
気
持
ち
を
劇
で
表
現
し
ま
し
た
。
ま
た
、

今
年
卒
園
の
子
ど
も
達
は
創
作
劇
『
素
敵

な
扉
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
で
、
夏
祭
り

の
経
験
や
工
事
の
様
子
を
取
り
入
れ
、

「
幼
稚
園
は
最
高
！
」
と
い
う
言
葉
で
締

め
括
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
工
事
が
一
年
半

続
い
た
学
年
で
し
た
が
、
現
園
舎
で
、
年

長
組
と
し
て
年
中
組
や
年
少
組
の
子
ど
も

達
の
先
頭
に
立
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
遊
び

込
み
、
し
っ
か
り
と
最
後
を
飾
っ
て
く
れ

た
こ
と
が
、
き
っ
と
新
し
い
幼
稚
園
に
と

っ
て
い
い
ス
タ
ー
ト
を
き
る
力
と
な
る
と

思
い
ま
す
。
創
作
劇
で
一
人
一
人
が
生
き

生
き
と
演
じ
た
姿
に
園
生
活
が
充
実
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
感
し
、
嬉
し
く

思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
〇
〇
年
以
上
受

け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
あ
る
精
神
が
あ
る

か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
そ
の
中
で
子
ど
も
達

が
ど
ん
な
環
境
で
あ
れ
心
身
と
も
に
大
き

く
育
っ
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
確
信
い
た

し
ま
し
た
。

新
園
舍
と
そ
こ
に
託
す
希
望

さ
て
新
し
い
園
舎
は
、
幼
稚
園
創
立
一

〇
〇
周
年
記
念
事
業
の
取
り
組
み
と
な
り
、

住
居
学
科
の
篠
原
聡
子
教
授
に
基
本
設
計

を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
七
、
八
年
前

か
ら
篠
原
先
生
・
ゼ
ミ
の
学
生
さ
ん
・
施

設
課
の
方
々
・
教
員
達
と
、
い
ろ
い
ろ
な

園
舎
を
見
学
し
話
し
合
い
を
重
ね
、
よ
う

や
く
建
築
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
篠
原

教
授
の
設
計
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
①
豊
明

幼
稚
園
の
自
由
を
尊
重
し
遊
び
中
心
の
保

育
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、

②
園
舎
が
南
側
に
移
る
の
で
、
傾
斜
地
を

利
用
し
た
四
季
折
々
の
豊
か
な
自
然
を
享

受
で
き
る
こ
と
、
③
子
ど
も
達
に
と
っ
て

最
初
の
社
会
的
空
間
の
場
な
の
で
、
シ
ン

プ
ル
で
親
し
み
や
す
く
、
今
自
分
が
ど
こ

に
い
る
の
か
が
す
ぐ
分
か
る
よ
う
な
構
造

に
す
る
こ
と
等
々
、
で
す
。

玄
関
の
中
央
の
柱
に
は
現
園
舍
の
遊
戯

室
の
床
板
を
、
二
階
ホ
ー
ル
の
腰
壁
に
は

前
園
舍
の
遊
戯
室
の
床
板
を
張
り
ま
す
。

ま
た
、
現
園
舎
の
た
め
に
荻
太
郎
先
生
が

制
作
さ
れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
太
陽
・

鳥
・
木
・
ト
ン
ボ
な
ど
も
大
切
に
新
園
舍

に
取
り
付
け
ま
し
た
。
そ
し
て
荻
先
生
の

奥
様
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
晩
年
の
代
表
作

『
子
供
の
日
』
の
油
絵
も
寄
贈
し
て
い
た

だ
き
、
階
段
の
踊
り
場
一
面
を
飾
っ
て
く

れ
ま
す
。

四
月
か
ら
は
新
園
舍
で
の
生
活
が
始
ま

り
、
現
園
舍
は
夏
休
み
に
取
り
壊
す
こ
と
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に
な
り
ま
す
。
一
学
期
は
新
園
舍
で
の
生

活
を
し
な
が
ら
今
ま
で
の
園
舍
を
見
て
過

ご
し
ま
す
。
一
人
一
人
の
子
ど
も
達
が
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
出
を
紡
ぎ
な
が
ら
、
少
し

ず
つ
納
得
し
な
が
ら
新
園
舎
に
馴
染
ん
で

い
く
時
間
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
園
舍
が
建
て

替
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の

方
々
が
様
々
な
思
い
を
伝
え
て
下
さ
っ
た

こ
と
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
残
念
と
い

う
気
持
ち
な
ど
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
お

気
持
ち
を
大
切
に
し
、
新
し
い
園
舍
で
の

保
育
に
活
か
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

豊
明
幼
稚
園
の
子
ど
も
達
が
未
来
に
向
け

て
益
々
活
躍
出
来
る
力
を
育
て
て
い
け
ま

す
よ
う
に
、
教
員
一
同
力
を
合
わ
せ
て
参

り
ま
す
。
本
当
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

（
豊
明
幼
稚
園
園
長

 

な
が
た　

よ
う
こ
）

新園舎に移された荻太郎作太陽のレリーフ
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企
画
展

「
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た

 

庶
民
信
仰
の
空
間

 

―
音
羽
と
雑
司
ヶ
谷
―
」

永
村　

眞

平
成
二
二
年
の
九
月
二
四
日
（
金
）
か

ら
一
〇
月
五
日
（
火
）
ま
で
の
一
二
日
間
、

文
京
区
と
日
本
女
子
大
学
の
共
催
に
よ
る

企
画
展
「
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
庶
民
信

仰
の
空
間
―
音
羽
と
雑
司
ヶ
谷
―
」
が
、

文
京
シ
ビ
ッ
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
雑
司
ヶ

谷
鬼
子
母
神
の
二
カ
所
を
会
場
と
し
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
企
画
展
は
、
文
京

区
と
女
子
大
と
の
学
術
交
流
協
定
に
基
づ

い
て
、
平
成
一
八
年
度
よ
り
今
年
度
ま
で

開
講
さ
れ
て
い
る
、「
文
の
京
地
域
文
化

イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
養
成
講
座
」
を
受
講

し
た
区
民
に
よ
っ
て
企
画
・
運
営
さ
れ
た

も
の
で
、
本
学
史
学
科
の
院
生
・
学
生
の

皆
さ
ん
も
協
力
し
ま
し
た
。

こ
の
「
文
の
京
地
域
文
化
イ
ン
タ
ー
プ

リ
タ
ー
」（
以
下
、
Ｉ
Ｐ
）
で
す
が
、
文

京
区
の
歴
史
や
文
化
を
深
く
理
解
し
、
地

域
と
世
代
を
こ
え
て
そ
の
知
見
を
広
め
伝

え
る
と
い
う
役
割
を
は
た
す
た
め
、
文
京

区
が
養
成
・
認
定
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集

団
で
す
。
本
学
に
は
そ
の
養
成
講
座
が
置

か
れ
、
初
級
か
ら
中
級
・
上
級
講
座
が
配

置
さ
れ
、
さ
ら
に
演
習
講
座
が
併
設
さ
れ

て
い
ま
す
。
初
級
は
本
学
Ｌ
Ｌ
Ｃ
で
、
中

級
・
演
習
講
座
は
文
学
部
史
学
科
、
上
級

講
座
は
大
学
院
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
で
、

寄
附
授
業
と
し
て
開
講
さ
れ
て
お
り
、
す

で
に
七
〇
名
の
区
民
が
初
級
を
終
え
、
中

級
・
上
級
に
至
る
講
座
を
受
講
し
て
い
ま

す
。
平
成
一
九
年
度
の
「
護
国
寺
展
」
に

続
い
て
開
催
さ
れ
た
本
企
画
展
は
、
Ｉ
Ｐ

に
よ
る
学
習
と
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る

場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
江
戸
時
代
の
中
期
よ
り
江
戸
城
か

ら
西
北
部
（
文
京
・
豊
島
区
域
）
に
は
独

特
の
信
仰
空
間
が
生
ま
れ
、
江
戸
の
庶
民

に
と
っ
て
信
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
鬼
子
母
神
堂
・
法
明
寺
と
護

国
寺
、
そ
の
門
前
町
を
包
み
こ
む
信
仰
空

間
は
、
地
域
に
住
み
集
う
人
々
の
個
性
的

な
信
仰
・
習
俗
を
形
づ
く
り
ま
し
た
。
広

く
知
ら
れ
る
「
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
の
お 文京シビック・ギャラリーの展示会場
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会
式
」
は
、
今
日
に
受
け
継
が
れ
る
地
域

文
化
の
一
つ
の
か
た
ち
で
す
。
そ
し
て
護

国
寺
と
鬼
子
母
神
堂
の
門
前
町
と
し
て
発

展
を
と
げ
た
音
羽
と
雑
司
ヶ
谷
は
、
江
戸

の
庶
民
に
と
っ
て
、
信
心
を
も
っ
て
訪
れ

る
場
で
あ
り
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
遊
興
の

場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

今
は
文
京
区
か
ら
豊
島
区
に
わ
た
る
こ

の
地
域
の
歴
史
を
、
こ
の
企
画
展
で
は
、

江
戸
の
庶
民
信
仰
と
い
う
視
点
か
ら
、
以

下
の
よ
う
な
柱
を
立
て
て
俯
瞰
し
ま
し
た
。

（
１
） 

江
戸
町
の
形
成
（
江
戸
の
都
市
が

形
成
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
り
ま

す
）。

（
２
） 

護
国
寺
と
音
羽
（
護
国
寺
が
創
建

さ
れ
将
軍
綱
吉
と
桂
昌
院
の
御
成

が
あ
り
、
そ
の
門
前
町
と
し
て
音

羽
が
生
ま
れ
ま
し
た
）。

（
３
） 

護
国
寺
か
ら
鬼
子
母
神
へ
（
江
戸

の
庶
民
の
参
詣
路
と
周
辺
の
景
観

を
復
元
し
ま
し
た
）。

（
４
） 

鬼
子
母
神
と
雑
司
ヶ
谷
（
戦
国
時

代
、
清
土
（
文
京
区
）
に
出
土
し

た
鬼
子
母
神
像
を
安
置
す
る
雑
司

ヶ
谷
の
鬼
子
母
神
堂
が
創
建
さ
れ
、

庶
民
信
仰
の
中
心
と
な
り
ま
し

た
）。

（
５
） 

法
明
寺
と
法
華
宗
（
法
華
宗
（
日

蓮
宗
）
が
発
展
す
る
な
か
で
、
祖

師
日
蓮
の
思
い
を
う
け
つ
ぐ
不
受

不
施
思
想
と
鬼
子
母
神
信
仰
の
実

像
を
理
解
し
ま
す
）。

（
６
） 

鬼
子
母
神
堂
と
境
内
・
門
前
（
鬼

子
母
神
へ
寄
せ
ら
れ
た
幅
広
い

人
々
の
信
心
、
境
内
・
門
前
を
訪

れ
る
江
戸
の
人
々
の
姿
を
見
ま

す
）。

（
７
） 
御
会
式
（「
お
会
式
」
の
本
来
的

な
役
割
と
そ
の
変
遷
を
跡
づ
け
ま

し
た
）。

一
般
の
博
物
館
・
美
術
館
な
ど
で
開
催

さ
れ
る
展
示
と
は
異
な
り
、
今
回
の
企
画

展
は
シ
ビ
ッ
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
鬼
子
母

神
堂
と
い
う
二
カ
所
を
会
場
と
し
ま
し
た
。

シ
ビ
ッ
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
多
彩
な
史

料
・
資
料
の
パ
ネ
ル
展
示
と
、
映
像
・
音

声
に
よ
り
展
示
の
意
図
を
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
鬼
子
母
神
堂
で
は
時
代
を
へ
た
建

物
の
な
か
で
、
絵
馬
や
文
書
の
原
本
を
通

し
て
庶
民
信
仰
を
実
感
す
る
、
こ
れ
が
二

会
場
を
設
け
た
意
図
で
す
。
ま
た
二
会
場

で
の
展
示
だ
け
で
は
な
く
、
護
国
寺
か
ら

鬼
子
母
神
堂
・
法
明
寺
に
至
る
道
筋
を
歩 雑司ヶ谷鬼子母神堂内の展示と解説
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き
な
が
ら
、
今
は
そ
の
姿
を
消
し
た
と
思

い
が
ち
な
江
戸
の
景
観
を
、
身
近
な
風
景

の
な
か
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
、
そ
の
た
め

に
町
案
内
を
催
し
ま
し
た
。
そ
し
て
展
示

を
企
画
し
た
Ｉ
Ｐ
が
、
会
場
で
展
示
を
解

説
し
、
町
案
内
で
は
道
々
に
見
ら
れ
る
江

戸
の
残
像
を
語
り
ま
し
た
。

こ
の
企
画
展
で
は
図
録
『
江
戸
時
代
に

生
ま
れ
た
庶
民
信
仰
の
空
間
―
音
羽
と
雑

司
ヶ
谷
―
』
と
と
も
に
、
外
国
人
へ
の
英

文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト“T

he R
eligious Faith 

of Japan in the E
do E

ra”

を
作
成
し
、

さ
ら
に
鬼
子
母
神
堂
で
は
建
築
的
な
特
徴

を
解
説
し
た
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

し
ま
し
た
。
こ
の
一
二
日
に
わ
た
る
手
作

り
の
企
画
展
に
、
約
五
千
人
の
方
々
が
お

い
で
下
さ
っ
た
こ
と
は
、
企
画
・
運
営
を

に
な
っ
た
Ｉ
Ｐ
の
諸
氏
に
と
っ
て
大
き
な

励
み
で
あ
り
、
今
後
の
活
動
を
発
展
さ
せ

る
大
き
な
足
が
か
り
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。最

後
に
、
今
回
の
企
画
展
を
ご
後
援
下

さ
っ
た
、
法
明
寺
近
江
正
典
住
職
と
鬼
子

母
神
堂
の
皆
様
、
豊
島
区
と
区
立
郷
土
資

料
館
の
関
係
者
の
皆
様
に
、
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

（
日
本
女
子
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授

 

な
が
む
ら　

ま
こ
と
）

も
っ
と
書
架
が
あ
っ
た
ら
い
い

の
に
…

 

―
中な
か

嶌じ
ま 

邦く
に

先
生
の
蔵
書
を

 

い
た
だ
い
て
―

大
門　

泰
子

昨
年
、
名
誉
教
授
で
成
瀬
記
念
館
の
初

代
主
事
を
つ
と
め
ら
れ
た
中
嶌
邦
先
生
か

ら
蔵
書
の
一
部
を
大
学
に
い
た
だ
い
た
。

と
い
う
よ
り
、
ま
だ
ま
だ
研
究
の
真
っ
最

中
に
あ
る
先
生
に
、
図
書
配
架
の
都
合
上
、

急
い
で
寄
贈
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う

方
が
事
実
に
近
い
。
厖
大
な
蔵
書
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
先
生
の
研
究
の
軌
跡
そ
の

も
の
。
そ
の
作
業
に
立
ち
会
わ
せ
て
い
た

だ
け
た
こ
と
は
、
幸
運
で
、
こ
の
上
な
く

貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。

中
嶌
先
生
と
い
え
ば
成
瀬
仁
蔵
研
究
、
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女
子
教
育
研
究
者
と
し
て
誰
も
が
知
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
は
史
学
科
に

着
任
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
先
ず
は
ご
自
身

の
足
場
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
お
き
た

い
と
い
う
気
持
ち
で
始
め
ら
れ
た
そ
う
だ
。

そ
し
て
現
在
、
二
冊
目
の
成
瀬
研
究
を
ま

と
め
る
べ
く
準
備
を
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

日
本
近
代
に
お
け
る
女
性
の
労
働
（
職

業
）・
生
活
・
戦
争
を
テ
ー
マ
に
研
究
を

重
ね
ら
れ
、
女
性
史
研
究
も
引
っ
張
っ
て

こ
ら
れ
た
。

歴
史
学
研
究
の
中
で
は
、
女
性
の
視
点

か
ら
の
分
析
や
日
常
の
暮
ら
し
を
史
料
と

す
る
よ
う
な
研
究
は
後
発
で
、
一
九
七
〇

年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
広
く

関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ

い
で
に
記
す
な
ら
ば
、
各
地
の
社
会
教
育

講
座
で
女
性
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
自

治
体
女
性
史
が
編
纂
さ
れ
始
め
た
の
も
そ

の
頃
で
、
国
立
女
性
教
育
会
館
（
一
九
七

七
年
開
館
）
も
資
料
収
集
に
積
極
的
と
な

っ
た
。
先
生
は
そ
う
し
た
社
会
活
動
に
も

多
く
関
わ
ら
れ
、
学
生
た
ち
に
は
「
高
校

で
学
習
し
た
日
本
史
の
教
科
書
に
何
人
の

女
性
の
名
前
が
載
っ
て
い
た
で
し
ょ
う

か
」
と
問
い
か
け
て
、
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

た
。
私
も
目
か
ら
鱗
の
落
ち
た
一
人
で
、

絶
対
を
信
じ
て
勉
強
し
て
き
た
教
科
書
が

薄
っ
ぺ
ら
な
本
の
よ
う
に
も
感
じ
て
し
ま

っ
た
。

一
昨
年
の
秋
、
初
め
て
荻
窪
の
先
生
の

お
宅
に
お
邪
魔
し
、
案
内
さ
れ
た
書
斎
を

み
て
び
っ
く
り
。
あ
る
程
度
は
予
想
し
て

い
た
も
の
の
、
こ
ち
ら
で
準
備
し
て
い
る

書
架
の
容
量
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
女
性
史
、
地
域
女
性
史
、
教
育

史
、
学
校
史
、
日
本
近
代
史
関
連
の
図
書

や
事
典
、
そ
し
て
文
庫
や
新
書
の
数
々
と
、

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
幅
は
広
く
、
い
た
だ
く

本
を
ど
の
よ
う
に
選
定
し
た
ら
よ
い
か
、

た
ち
ま
ち
途
方
に
く
れ
た
。
い
た
だ
き
た

い
と
申
し
上
げ
て
お
き
な
が
ら
、
誠
に
勝

手
な
話
だ
。
し
か
し
、
本
の
背
表
紙
を
み

て
い
る
の
は
楽
し
く
、
先
生
の
研
究
テ
ー

マ
の
関
係
性
が
見
え
て
く
る
。
働
く
こ
と

は
生
活
の
上
に
成
り
立
ち
、
労
働
や
生
活

は
教
育
の
上
に
豊
か
に
な
る
と
い
う
大
き

な
連
鎖
の
関
係
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

蔵
書
の
中
で
、
研
究
書
と
並
ん
で
積
ま

れ
て
い
る
雑
誌
の
数
々
に
興
味
が
湧
く
。

明
治
後
期
の
『
家
庭
週
報
』
や
戦
時
中
に

発
行
さ
れ
た
『
主
婦
の
友
』
な
ど
は
、
史

料
と
い
う
よ
り
も
褐
色
に
変
わ
っ
た
冊
子

そ
の
も
の
に
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
。
ど
ん
と

場
所
を
し
め
る
復
刻
版
の
シ
リ
ー
ズ
は
圧

巻
。
全
七
〇
巻
に
も
な
る
『
婦
女
新
聞
』

（
不
二
出
版
）
の
ほ
か
、
先
生
が
関
わ
ら

れ
た
婦
人
雑
誌
や
『
近
代
婦
人
問
題
名
著

選
集
』
　
＊
　（
全
二
〇
巻 

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

な
ど
が
二
〇
種
余
り
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

当
時
の
女
性
が
お
か
れ
て
い
た
社
会
的
地

位
や
活
動
、
生
活
、
意
識
な
ど
を
知
る
上

で
と
て
も
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。
国
立

国
会
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
「
女
性

問
題
を
調
べ
る
た
め
の
参
考
図
書
」
と
し

て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
近
代
婦
人
雑
誌
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随 想

目
次
総
覧
』
　
＊
　（
大
空
社
）
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
明
治
・
大
正
の
女
性
雑
誌
は
、
短

命
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
中
で

『
婦
女
新
聞
』『
女
鑑
』
　
＊
　（

全
七
一
巻 

大
空

社
）
な
ど
は
長
期
に
渡
っ
て
発
行
を
続
け
、

抑
圧
下
に
あ
る
女
性
た
ち
に
様
々
な
学
び

や
生
き
方
、
苦
し
み
を
示
し
、
未
知
の
世

界
を
啓
蒙
し
て
い
た
。
成
瀬
仁
蔵
が
執
筆

し
た
記
事
を
は
じ
め
、
日
本
女
子
大
学
校

関
係
の
記
事
も
多
く
、
学
園
史
を
探
求
す

る
上
に
も
欠
か
せ
な
い
史
料
だ
。『
婦
人

衛
生
雑
誌
』　
＊
　（

全
三
六
巻 

大
空
社
）
に

は
欧
米
か
ら
入
っ
て
広
が
っ
た
衛
生
思
想

が
国
家
政
策
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
展

開
し
て
い
る
歴
史
が
描
か
れ
、『
性
教
育

研
究
の
基
礎
文
献
集
』
　
＊
　（

Ⅰ
期
・
Ⅱ
期
一

九
巻 

大
空
社
）
と
併
せ
て
、
女
性
の
性

だ
け
を
蹂
躙
す
る
男
女
の
関
係
を
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
ほ
か
に
も
、
多
様
な
女
性

像
を
つ
か
め
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
た
大
空

社
の
近
代
女
性
文
献
資
料
叢
書
『
女
と
戦

争
』
　
＊
　（

全
二
四
巻
）『
女
と
職
業
』
　
＊
　（

全
二

四
巻
）『
女
と
生
活
』
　
＊
　（
全
二
〇
巻
）
な
ど

が
あ
り
、
ど
れ
も
こ
れ
も
一
つ
の
所
に
並

べ
ら
れ
た
ら
な
ぁ
と
い
う
気
持
ち
は
募
っ

た
。私

と
し
て
は
、
で
き
る
な
ら
ば
、
先
生

が
収
集
さ
れ
た
本
の
つ
な
が
り
を
絶
つ
こ

と
は
し
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
物
理
的

な
問
題
だ
け
は
避
け
ら
れ
ず
、
結
局
、
先

生
に
相
談
申
し
上
げ
、
成
瀬
仁
蔵
研
究
関

係
の
史
料
と
教
育
史
、
女
性
史
関
係
の
蔵

書
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

た
。
第
一
段
階
の
作
業
で
蔵
書
の
一
部
は
、

す
で
に
大
学
に
運
ば
れ
、
成
瀬
記
念
館
と

現
代
女
性
キ
ャ
リ
ア
研
究
所
の
書
架
に
配

架
さ
れ
た
。
今
後
、
さ
ら
に
先
生
や
図
書

館
と
も
相
談
し
な
が
ら
第
二
段
階
へ
と
進

め
、
い
ず
れ
、
一
つ
の
リ
ス
ト
に
ま
と
め

る
予
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
先
生
の
大
事

に
さ
れ
て
き
た
蔵
書
へ
の
礼
儀
で
あ
る
と

同
時
に
、
何
よ
り
も
そ
れ
ら
が
有
意
義
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。

（
史
学
科
一
九
八
五
年
卒
業

 

お
お
か
ど　

や
す
こ
）

文
中
＊
は
中
嶌
先
生
の
関
係
さ
れ
た
図
書

国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

http:// rnavi. ndl. go. jp/ research_ guide/ entry/
them

e- honbun-102373. php　

(2011/6/9)

復刻版シリーズの一部

成瀬2011_随想_永村+大門氏.indd   13 11/07/06   16:30



―14―

１　

ト
シ
の
卒
業
証
書
の
背
景

宮
澤
ト
シ
は
、
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
第
一
六
回
生
と
し

て
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
に
卒
業
し
た
。
ト
シ
は
、
最
終

学
年
の
一
九
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
に
入
院
し
、
翌
二
月
下
旬
に

退
院
し
た
の
ち
、
三
月
三
日
に
花
巻
に
帰
っ
た
こ
と
で
、
三
学
期

を
欠
席
し
た
た
め
、
見
込
み
点
に
よ
る
卒
業
と
な
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
ト
シ
は
入
院
中
に
は
一
月
二
九
日
の
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
告

別
講
演
に
は
出
席
で
き
ず
、
ま
た
退
院
し
て
帰
花
し
た
翌
日
三
月

四
日
に
成
瀬
校
長
が
永
眠
し
た
こ
と
や
、
九
日
の
告
別
式
に
つ
い

て
も
、
情
報
の
み
得
て
、
残
念
に
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
卒
業
証
書
は
、
三
月
末
頃
、
ト
シ

が
入
寮
し
て
い
た
「
責
善
寮
」
の
「
寮
監
兼
指
導
者
」
で
あ
っ
た

西
洞
民
野
が
、
花
巻
ま
で
届
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
新
校

本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
一
六
巻
（
下
）
筑
摩
書
房　

一
九
二
頁
）。

そ
の
後
、
ト
シ
の
卒
業
証
書
は
、
ト
シ
が
大
正
一
一
年
一
一
月

二
七
日
に
二
四
歳
の
若
さ
で
逝
去
し
た
後
も
、
生
家
宮
澤
家
に
て

保
管
さ
れ
て
い
た
。

宮
澤
家
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
一
〇
日
の
花
巻

空
襲
で
家
屋
が
焼
失
し
た
が
、
賢
治
の
作
品
原
稿
等
に
つ
い
て
は
、

弟
宮
澤
清
六
氏
に
よ
っ
て
防
空
壕
に
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
、
土

蔵
内
で
一
部
焼
け
残
っ
た
も
の
が
、
焼
失
を
免
れ
た
。
一
方
、
ト

シ
の
遺
品
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
書
簡
（
堀
尾

青
史
編
「
宮
澤
ト
シ
書
簡
集
」『
ユ
リ
イ
カ
』　

一
九
七
〇
年
七
月　

青
土
社　

以
下
書
簡
の
引
用
は
こ
こ
か
ら
と
す
る
）
が
あ
り
、
そ

研
究
ノ
ー
ト

宮
澤
ト
シ
の
卒
業
証
書

山
根　

知
子
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れ
ら
も
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
守
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
ト
シ
の
卒
業
証
書
も
同
様
の
経
緯
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。

ト
シ
の
卒
業
証
書
の
現
存
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
、
花
巻
市
内
の
宮

澤
家
に
伺
っ
た
際
に
、
故
清
六
氏
の
長
女
宮
澤
潤
子
氏
に
よ
っ
て

同
家
で
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
拝

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
び
宮
澤
潤
子
氏
の
ご
快
諾
を
い

た
だ
き
本
誌
に
て
発
表
の
運
び
と
な
っ
た
。

２　

ト
シ
の
卒
業
証
書
翻
刻

宮
澤
ト
シ

本
校
實
學
科
家
政
学
部
ニ
在
學
シ
左
ノ
科
目
ヲ

學
習
シ
正
ニ
其
業
ヲ
卒
ヘ
タ
リ
仍
テ
之
ヲ
證
ス

必
修
科
目

實
踐
倫
理　

倫
理
學　

心
理
學

英
語　

體
操

主
専
攻
科
目

家
事　

料
理

副
専
攻
科
目
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自
由
選
擇
科
目

哲
學
概
論　

家
庭
物
理　

家
庭
化
學

家
庭
博
物　

兒
童
研
究　

生
理
衛
生

經
濟
學　

國
語　

英
語　

禮
法

各
教
授
ノ
證
明
ニ
徴
シ
此
證
書
ヲ
授
與
ス

大
正
八
年
三
月
廿
九
日

日
本
女
子
大
學
校

校
長　
　
　

麻
生
正
藏

學
監

３　

卒
業
証
書
記
載
内
容
に
つ
い
て
の
解
題

宮
澤
ト
シ
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
三
月
、
県
立
花
巻
高

等
女
学
校
を
卒
業
し
た
。
同
女
学
校
が
四
年
制
で
あ
っ
た
た
め
、

日
本
女
子
大
学
校
で
は
、
ま
ず
大
正
四
年
度
は
予
科
に
在
籍
し
、

大
正
五
年
度
か
ら
大
正
七
年
度
ま
で
の
三
年
間
を
本
科
に
て
過
ご

し
た
。
卒
業
証
書
で
は
、
こ
の
本
科
三
年
間
に
履
修
し
、
認
定
さ

れ
た
科
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
大
正
六
年
四
月
の
学
則
改
正
で
は
、
新
学
制
と
科

目
選
択
制
度
の
採
用
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
新
学
則
で
は
、

授
業
時
間
の
減
少
と
修
業
年
限
の
伸
縮
が
特
徴
と
な
る
。
こ
こ
で
、

予
科
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ト
シ
に
と
っ
て
も
、
在
籍
し
た

四
年
間
を
通
し

て
、
一
年
生
か

ら
四
年
生
と
呼

ぶ
認
識
に
変
わ

る
。こ

う
し
て
ト

シ
は
、
在
籍
し

た
前
半
の
二
年

に
あ
た
る
大
正
四
年
度
と
五
年
度
で
は
、
旧
学
制
に
よ
る
履
修
を

し
、
後
半
の
二
年
に
あ
た
る
大
正
六
年
度
と
七
年
度
で
は
、
新
学

制
に
よ
る
履
修
を
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
以
前
の
旧
学
制
時
代
に

も
、「
自
由
選
択
科
目
」
の
制
度
は
あ
っ
た
が
、
新
学
制
に
お
い

て
は
、
そ
の
科
目
数
の
範
囲
が
拡
が
っ
た
。
ま
た
、
卒
業
証
書
に

記
載
の
あ
る
「
副
専
攻
科
目
」
と
は
、「
大
正
六
年
改
訂
新
学
則

抄
」（『
日
本
女
子
大
学
校
四
拾
年
史
』
昭
和
一
七
年
四
月
二
〇
日　

日
本
女
子
大
学
校　

一
八
二
頁
）
に
よ
る
と
「
第
十
三
條　

副
専

攻
科
目
は
必
修
科
目
及
び
主
専
攻
科
目
学
習
の
外
に
尚
余
力
あ
る

場
合
に
、
学
監
の
許
可
を
得
て
各
学
生
の
要
求
に
応
じ
て
選
択
専

修
し
得
べ
き
聯
絡
あ
る
一
団
の
科
目
に
し
て
、
主
と
し
て
第
二
第

三
第
四
学
年
に
於
て
研
究
す
る
を
通
則
と
す
」
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
ト
シ
の
卒
業
証
書
で
は
「
副
専
攻
科
目
」
の
欄

に
記
載
が
な
く
、
修
業
認
定
簿
に
も
、
大
正
六
年
度
の
「
副
専
攻

宮澤トシ（卒業写真）
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科
目
」
の
欄
に
は
「
英
語
」
と
「
裁
縫
」
の
科
目
名
が
書
か
れ
て

い
る
が
点
数
の
記
載
は
な
い
。
こ
れ
は
後
述
す
る
書
簡
﹇
六
﹈

﹇
七
﹈
に
あ
る
よ
う
に
、
ト
シ
は
体
力
面
の
考
慮
か
ら
、「
余
力
あ

る
場
合
」
に
可
能
と
さ
れ
た
「
副
専
攻
科
目
」
の
履
修
を
し
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
証
書
書
面
の
「
學
監
」
の
氏
名
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い

点
に
つ
い
て
は
、
ト
シ
の
卒
業
年
度
で
あ
る
大
正
七
年
度
に
お
い

て
「
学
監
」（「
大
学
校
職
制
・
維
持
方
法
」
に
よ
る
と
「
第
三
条　

学
監
ハ
校
長
ヲ
補
佐
シ
テ
一
般
ノ
校
務
ヲ
掌
握
シ
校
長
不
在
ノ
時

ハ
之
ガ
代
理
ヲ
ナ
ス
」
と
さ
れ
る
）
は
、
麻
生
正
蔵
で
あ
っ
た
が
、

成
瀬
仁
蔵
校
長
の
三
月
四
日
の
逝
去
に
際
し
、
学
監
の
麻
生
正
蔵

が
、
急
遽
第
二
代
校
長
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
卒
業
証
書
記
入
時

で
あ
る
三
月
末
に
は
学
監
は
不
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

修
業
認
定
簿
と
の
科
目
の
照
合
と
担
当
教
員

ト
シ
の
修
業
認
定
簿
は
、
青
木
生
子
氏
に
よ
っ
て
著
書
『
近
代

史
を
拓
い
た
女
性
た
ち
』（
一
九
九
〇
年
六
月　

講
談
社　

二
〇

六
〜
二
〇
八
頁
）
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
認
定
さ
れ
た

科
目
は
、
ト
シ
が
在
籍
し
た
四
年
間
の
う
ち
、
最
初
の
三
年
間

（
予
科
、
本
科
一
年
、
本
科
二
年
）
の
み
で
あ
り
、
最
終
学
年
で

は
三
学
期
の
病
気
入
院
の
た
め
、
修
業
認
定
簿
に
成
績
は
跡
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
卒
業
証
書
に
記
入
さ
れ
た
認
定
科
目
に
つ
い
て
、
ま
ず
修

業
認
定
簿
と
照
合
す
る
こ
と
で
履
修
し
た
年
度
を
確
認
し
、
次
に

各
科
目
の
担
当
教
員
名
を
、
卒
業
証
書
の
記
載
順
に
、
後
掲
の
一

覧
に
示
し
た
。
こ
の
担
当
教
員
名
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
資
料

の
う
ち
授
業
担
当
者
の
実
態
を
最
も
正
確
に
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
成
瀬
記
念
館
所
蔵
の
未
公
開
資
料
『
明
治
三
十
四
年
度
以
降　

毎
年
十
一
月
調
査
報
告
綴
込
』
の
「
私
立
日
本
女
子
大
学
校
職
員

調
」（
大
正
四
年
度
〜
七
年
度
）（
以
下
「
職
員
調
」
と
す
る
）
に

よ
っ
て
確
定
し
た
。
そ
の
際
、
こ
の
「
職
員
調
」
に
は
な
い
教
員

名
が
、
各
年
度
の
「
日
本
女
子
大
学
校
規
則
」（
以
下
「
規
則
」

と
す
る
）
に
載
っ
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
「
職
員
調
」
が
該
当
年
度
中
（
一
〇
月
）
の
役
所
へ
の
届

け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
規
則
」
が
前
年
度
の
印
刷
に
よ
る
学

生
へ
の
案
内
で
あ
る
た
め
、「
規
則
」
が
実
態
と
異
な
っ
て
く
る

こ
と
は
否
め
な
い
が
、
ト
シ
が
担
当
の
可
能
性
の
あ
っ
た
教
員
と

し
て
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、「
規
則
」
の

み
に
登
場
す
る
教
員
名
を
（　

）
内
に
示
し
た
。
な
お
、
科
目
名

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
倫
理
学
」
と
「
倫
理
」、「
心
理
学
」
と

「
心
理
」
な
ど
、「
学
」
の
文
字
の
有
無
の
み
の
違
い
が
見
ら
れ
る

場
合
は
、
同
一
科
目
と
し
て
扱
っ
た
。
一
方
、
さ
ら
に
科
目
名
の

異
同
が
あ
る
場
合
も
、
大
正
六
年
度
の
新
学
制
に
よ
る
変
革
等
に

伴
っ
て
名
称
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
情
報
を
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注
記
し
た
う
え
、
類
似
の
科
目
名
を
同
一
の
科
目
と
し
て
扱
っ
た
。

な
お
、
卒
業
証
書
に
は
あ
る
が
修
業
認
定
簿
に
な
い
科
目
と
し

て
、「
哲
学
概
論
」「
家
庭
物
理
」「
児
童
研
究
」
の
三
科
目
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
最
終
学
年
の
大
正
七
年
度
に
履
修
し
て
い
た
が
、

病
気
入
院
の
た
め
見
込
み
点
に
よ
る
認
定
が
行
わ
れ
た
科
目
で
あ

る
と
推
測
し
、「
大
正
七
年
度
推
定
」
と
し
た
。

さ
ら
に
、「
実
践
倫
理
」
に
つ
い
て
は
、
ト
シ
の
修
業
認
定
簿

の
大
正
五
年
度
と
大
正
六
年
度
（
必
須
科
目
欄
）
と
に
科
目
名
の

記
載
は
あ
る
が
、
成
績
の
記
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
科
目

は
、
当
時
点
数
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現

存
す
る
「
実
践
倫
理
講
話
筆
記
」
に
よ
る
と
、
毎
年
、
予
科
か
ら

本
科
の
ど
の
学
年
も
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
左
記
の
よ

う
に
判
断
し
た
。

《
卒
業
証
書
に
記
載
さ
れ
た
科
目
（
本
科
一
年
〜
三
年　

大
正

五
年
度
〜
七
年
度
）》

必
修
科
目

実
践
倫
理 

（
大
正
五
〜
七
年
度
） 

成
瀬
仁
蔵

倫
理
学 

（
大
正
六
年
度
） 

麻
生
正
蔵

心
理
学 

（
大
正
五
年
度
） 

麻
生
正
蔵
、松
本
亦
太
郎

 
 

（
福
来
友
吉
）

英
語 

（
大
正
五
年
度
） 

島
田
重
祐
、岸
本
能
武
太
、

小
池
實
惠
、小
山゙
志
ゅ
ん
、

ヘ
レ
ン
・
ボ
イ
ド
、

 
 

イ
ー・ジ
ー・フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

 
 

（
ミ
ス
・
ア
ズ
バ
ン
、

 
 

ミ
ス・ウ
ォ
ー
ズ
ウ
ォ
ル
ス
）

体
操 

（
大
正
六
年
度
） 

白
井
規
矩
郎
、
木
内
愛

主
専
攻
科
目

家
事 

（
大
正
五
・
六
年
度
） 

井
上
秀

料
理 

（
大
正
六
年
度
） 

手
塚
か
ね
、
渡
邊
鎌
吉
、

赤
堀
き
く

自
由
選
択
科
目

哲
学
概
論 

（
大
正
七
年
度
推
定
） 

麻
生
正
蔵

家
庭
物
理
【「
規
則
」
で
は
科
目
名
「
物
理
、
化
学
」】

 

（
大
正
七
年
度
推
定
） 

近
藤
耕
蔵
、
後
藤
牧
太

家
庭
化
学
【
修
業
認
定
簿
で
は
科
目
名
「
応
化
」（「
応
用
化

学
」
の
略
）】

 

（
大
正
五
年
度
） 

長
井
長
義
、鈴
木
ヒ
デ
ル

家
庭
博
物
【
修
業
認
定
簿
で
は
科
目
名
「
応
用
博
物
」、「
規

則
」
で
は
科
目
名
「
博
物
」】
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（
大
正
五
年
度
） 

大
橋
廣
、
山
内
繁
雄

 
 

（
渡
瀬
庄
三
郎
）

児
童
研
究 
（
大
正
七
年
度
推
定
） 

記
載
な
し（
高
島
平
三
郎
）

生
理
衛
生
【「
規
則
」
で
は
科
目
名
「
衛
生
学
」「
生
理
学
」、

修
業
認
定
簿
で
は
「
主
専
攻
科
目
」
に
位
置
づ
け
】

 

（
大
正
六
年
度
） 

大
澤
謙
二
、

 
 

横
手
千
代
之
助
、三
宅
秀

経
済
学 

（
大
正
五
年
度
） 

中
隈
敬
蔵

国
語 

（
大
正
五
年
度
） 
弘
田
由
己

英
語 

（
大
正
六
年
度
） 
島
田
重
祐
、岸
本
能
武
太
、

小
池
實
惠
、小
山゙
志
ゅ
ん
、

松
浦
政
泰
、

 
 

イ
ー・
ジ
ー・フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
、

デ
ー
・
エ
ム
・
チ
ョ
ー
プ

（
ミ
ス
・
ボ
イ
ド
、

 
 

ミ
ス
・
ア
ズ
バ
ン
、

 
 

ミ
ス・ウ
ォ
ー
ズ
ウ
ォ
ル
ス
）

礼
法 

（
大
正
六
年
度
） 

 

村
田
志
賀

以
上
の
よ
う
に
、
卒
業
証
書
に
記
載
さ
れ
た
科
目
名
に
符
合
す

る
よ
う
に
あ
て
は
め
て
列
挙
し
た
が
、
修
業
認
定
簿
に
は
成
績
の

記
載
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
証
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
次
の
二
科
目
が
あ
る
。

裁
縫 

（
大
正
五
年
度
） 

犬
飼
す
み

法
制 

（
大
正
六
年
度
）（
自
由
選
択
科
目
） 

中
村
進
午

こ
れ
ら
の
二
科
目
が
卒
業
証
書
に
未
記
載
と
な
っ
て
い
る
理
由

は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
修
業
認
定
簿
に
は
、
大
正
六
年
度
の
み
「
必
修
科
目
」

「
主
専
攻
科
目
」「
副
専
攻
科
目
」「
自
由
選
択
科
目
」
の
区
分
が

明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
の
照
合
を
す
る
と
、
卒
業
証
書

と
不
一
致
と
な
る
の
は
「
生
理
衛
生
」
で
あ
り
、
修
業
認
定
簿
で

は
「
主
専
攻
科
目
」
に
入
っ
て
い
る
。

５　

ト
シ
の
学
び
の
姿
勢
―
書
簡
そ
の
他
の
資
料
か
ら

次
に
、
ト
シ
の
書
簡
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
履
修
状
況
お
よ
び

担
当
教
員
に
関
す
る
記
述
か
ら
、
さ
ら
に
わ
か
る
ト
シ
の
学
び
の

様
子
に
つ
い
て
補
い
た
い
。

ま
ず
、
ト
シ
が
家
政
学
部
予
科
に
入
学
し
て
す
ぐ
の
四
月
と
五

月
に
、
真
宗
大
谷
派
の
先
進
的
な
僧
で
若
者
に
大
き
な
影
響
力
の

あ
っ
た
近
角
常
観
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
二
通
の
書
簡
が
あ
る
（
岩

田
文
昭
・
碧
海
寿
広
「
宮
沢
賢
治
と
近
角
常
観
」『
大
阪
教
育
大

学
紀
要
』
二
〇
一
〇
年
九
月
）。
四
月
の
一
通
目
で
ト
シ
は
、
近

角
に
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
空
虚
な
心
を
打
ち
明
け
「
何
と
か
し

て
早
く
こ
の
状
態
を
脱
し
、
積
極
的
な
る
充
実
せ
る
生
活
を
な
し
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た
き
も
の
と
は
、
今
こ
の
疲
れ
し
心
に
残
れ
る
只
一
つ
の
望
み
願

ひ
に
御
座
候
」
と
救
い
を
求
め
る
思
い
を
吐
露
す
る
。
こ
れ
は
、

入
学
前
の
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
四
月
の
花
巻
高
等
女
学
校
卒

業
間
際
に
、
ト
シ
が
音
楽
教
師
へ
の
恋
愛
に
つ
い
て
地
元
紙
に
醜

聞
と
し
て
記
載
さ
れ
、
他
者
か
ら
の
誹
謗
の
矢
を
受
け
た
挫
折
体

験
の
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
。

そ
の
後
何
度
か
近
角
の
講
話
に
通
っ
て
話
も
交
わ
し
た
よ
う
だ

が
、
五
月
の
二
通
目
に
は
、
今
も
光
が
見
え
な
い
と
述
べ
「
当
校

の
主
義
は
自
動
自
発
、
研
究
的
、
人
格
の
向
上
、
修
養
、
目
的
あ

る
生
活
、
な
ど
ゝ
云
ふ
言
葉
を
厭
に
な
り
ま
す
程
聞
か
さ
れ
ま
す
。

当
校
の
先
生
方
を
見
ま
す
と
、『
犠
牲
の
精
神
』
と
か
『
愛
』
と

か
云
ふ
も
の
に
生
き
て
、
死
の
問
題
を
も
解
決
さ
れ
て
る
様
に
見

え
る
先
生
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
／
一
層
の
事
こ
の

学
校
を
批
判
的
に
見
ず
、
自
分
も
そ
の
中
に
同
化
し
て
し
ま
は
ふ

か
、
な
ど
ゝ
も
思
ひ
ま
し
た
。
然
し
、
同
化
す
る
迄
の
努
力
が
い

や
な
の
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
何
と
も
仕
様
の
な
い
次
第
で
御
座

い
ま
す
」
と
い
う
心
境
を
告
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
末
尾
で
は
今
後

近
角
の
講
話
を
聞
い
て
も
、
至
ら
な
い
自
分
で
は
力
を
得
ら
れ
な

い
と
す
れ
ば
「
向
上
と
か
何
と
か
仰
る
先
生
に
依
っ
て
、
当
た
っ

て
見
よ
う
か
と
も
思
ひ
ま
す
」
と
、
成
瀬
校
長
の
主
義
に
従
う
可

能
性
を
見
せ
て
い
る
。

次
に
授
業
で
の
様
子
が
わ
か
る
の
は
、
ト
シ
が
卒
業
後
に
書
い

た
「
自
省
録
」（
拙
著
『
宮
沢
賢
治　

妹
ト
シ
の
拓
い
た
道
』
二

〇
〇
三
年
九
月　

朝
文
社　

三
四
〇
頁
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な

回
想
に
よ
る
。

忘
れ
も
し
な
い
二
年
生
の
秋
、
実
践
倫
理
の
宿
題
に
「
信
仰

と
は
何
ぞ
や
教
育
と
は
何
ぞ
や
」
と
出
た
時
私
は
魂
を
籠
め

て
可
成
り
長
い
論
文
を
書
い
た
。

こ
れ
は
、『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
で
も
、
大
正
五
年
九
月
二

七
日
に
、
本
科
一
年
（
ト
シ
は
こ
こ
で
は
「
二
年
生
」
と
称
し
て

い
る
）
と
予
科
を
対
象
と
し
て
出
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

こ
の
の
ち
最
終
学
年
に
飛
ぶ
が
、
大
正
七
年
六
月
二
日
付
の
父

あ
て
書
簡
〔
六
〕
で
は
、
体
調
を
崩
し
た
ト
シ
が
家
族
の
心
配
を

考
慮
し
、
養
生
し
快
復
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
伝
え
る
文
章
の
な
か

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

体
操
の
先
生
も
い
ろ
い
ろ
呼
吸
の
方
法
や
冷
水
摩
擦
の
仕
方

な
ど
を
皆
に
教
へ
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
其
の
仰
せ
に
随
ひ

当
分
無
理
な
体
操
ハ
せ
ず
に
極
く
静
か
に
散
歩
な
ど
を
（
校

内
で
）
し
追
々
強
め
て
行
く
事
に
い
た
し
ま
し
た

こ
の
体
操
の
先
生
と
は
、
白
井
規
矩
郎
か
木
内
愛
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

ま
た
、
大
正
七
年
六
月
八
日
付
の
父
あ
て
書
簡
〔
七
〕
に
次
の

よ
う
に
み
ら
れ
る
。
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先
づ
授
業
時
間

数
ハ
、
一
週
十

九
時
間
以
上
廿

五
時
間
ま
で
の

間
に
好
き
な
だ

け
選
ぶ
事
に
成

り
居
り
候
が
私

は
そ
の
最
小
の

時
間
の
十
九
時

間
を
選
び
居
り

候　

そ
の
為
忙

し
き
事
ハ
少
し

も
な
く
遊
び
半

分
の
様
に
呑
気

な
学
課
に
御
座

候　

そ
の
中
に

ハ
五
時
間
の
家
事
、
三
時
間
の
料
理
も
入
り
居
り
候

こ
の
授
業
時
間
数
の
報
告
で
は
、
前
年
の
新
学
則
に
よ
る
、
自

己
の
体
力
学
力
に
応
じ
て
自
学
自
習
の
余
力
を
生
じ
さ
せ
る
目
的

か
ら
以
前
よ
り
減
少
し
た
授
業
数
の
設
定
を
伝
え
て
、
そ
の
範
囲

の
最
小
の
時
間
数
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
、
心
配
を
さ
せ
な
い

よ
う
配
慮
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

大
正
七
年
一
〇
月
二
六
日
付
書
簡
〔
一
四
〕
で
は
、
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
の
施
設
で
あ
る
「
目
黒
の
慰
廃
院
」
に
行
っ
た
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
第
二
回
社
会
事
業
実
地
研
究
」
に
て

生
江
孝
之
教
授
と
と
も
に
有
志
で
二
〇
日
、
日
曜
日
に
訪
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
慰
廃
園
の
半
日
」（
篤
子
）『
家
庭
週
報
』

第
四
八
九
号　

一
九
一
八
年
一
〇
月
二
五
日
）。
ト
シ
の
履
修
状

況
で
は
、
生
江
孝
之
教
授
の
開
講
す
る
科
目
「
社
会
事
業
」
と
い

う
授
業
と
し
て
の
履
修
は
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
て
有

志
グ
ル
ー
プ
へ
の
参
加
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。

ま
た
、
同
書
簡
〔
一
四
〕
で
は
「
お
し
げ
さ
ん
に
何
か
本
を
と

思
ひ
候
へ
ど
こ
れ
ぞ
と
思
ふ
も
の
も
な
く
阿
部
次
郎
論
集
を
一
緒

に
お
送
り
い
た
し
候
」
と
書
き
、『
阿
部
次
郎
論
集
』（
大
正
四
年

五
月
刊
）
を
送
る
。
阿
部
次
郎
が
日
本
女
子
大
学
校
の
講
義
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
思
索
の
書
『
三
太
郎
の
日
記
』（
大

正
三
年
四
月　

東
雲
堂
）、『
三
太
郎
の
日
記　

第
二
』（
大
正
四

年
二
月　

岩
波
書
店
）
に
よ
っ
て
脚
光
を
浴
び
、
そ
の
流
れ
の
な

か
で
講
義
担
当
者
と
し
て
声
が
掛
け
ら
れ
た
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ

で
あ
っ
た
。
こ
の
日
本
女
子
大
学
校
に
お
け
る
講
義
に
つ
い
て
は
、

「
規
則
」
と
阿
部
の
日
記
（『
阿
部
次
郎
全
集
』）
と
に
よ
っ
て
調

べ
た
と
こ
ろ
、
阿
部
が
大
正
六
年
度
よ
り
日
本
女
子
大
学
校
で
の

講
義
を
担
当
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
ト
シ
の

成瀬仁蔵の実践倫理講話
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在
籍
三
年
目
の
大
正
六
年
五
月
よ
り
大
正
一
一
年
二
月
ま
で
、
日

本
女
子
大
学
校
で
の
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
着
任
の
経
緯
は
、
阿
部
の
日
記
（『
阿
部
次
郎
全
集
』
第

一
四
巻　

昭
和
三
七
年
一
一
月　

角
川
書
店
）
で
は
、
正
確
に
は

大
正
六
年
五
月
二
五
日
よ
り
講
義
を
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

阿
部
の
担
当
分
野
は
、「
規
則
」（
大
正
七
年
五
月
印
刷
）
に
よ
れ

ば
「
国
文
学
」
と
さ
れ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の
日
記
に

よ
る
と
、
阿
部
の
出
講
は
、
大
正
六
年
度
で
は
一
週
二
時
間
で
、

担
当
科
目
名
は
「
文
学
原
理
論
」
で
あ
り
、
大
正
七
年
度
の
「
九

月
か
ら
美
学
二
時
間
」（
六
月
二
八
日
）
が
増
え
、
午
前
「
美
学
」、

午
後
「
文
学
原
理
論
」
と
な
る
こ
と
で
、
二
科
目
担
当
と
な
る
。

こ
の
二
年
度
分
が
ト
シ
在
籍
中
に
学
内
で
行
な
わ
れ
た
阿
部
次

郎
の
講
義
で
あ
る
が
、
ト
シ
の
一
年
下
の
網
野
菊
（
一
七
回
生　

英
文
学
部
）
が
、
学
内
で
の
阿
部
の
姿
を
「
私
の
在
校
時
代
あ
ん

な
に
学
生
の
人
気
の
焦
点
と
な
つ
た
先
生
を
他
に
知
ら
な
い
」
と

書
き
記
し
、
ト
シ
と
重
な
る
時
期
で
は
、
大
正
六
年
度
と
七
年
度

の
「
文
学
原
理
論
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
の
授
業
は
文
学

部
の
授
業
科
目
で
あ
っ
た
た
め
に
、
家
政
学
部
所
属
の
ト
シ
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
阿
部
次
郎
に
よ
る
文
学
部
の
授
業
科
目
を
正

式
に
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
網
野
菊
の
記
述
に
さ

ら
に
「
文
科
だ
け
で
な
し
に
家
政
科
の
人
ま
で
が
盗
聴
に
行
つ

た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ト
シ
が
「
盗
聴
」
と
い
う
形
で
阿
部
の

授
業
を
受
け
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
学
内

で
の
授
業
体
験
か
ら
、
ト
シ
は
妹
に
『
阿
部
次
郎
論
集
』
を
送
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
大
正
七
年
一
一
月
二
四
日
付
け
の
兄
賢
治
に
あ
て
た

書
簡
〔
一
七
〕
に
て
、
卒
業
論
文
と
思
わ
れ
る
内
容
変
更
の
相
談

に
関
し
て
、
ト
シ
の
本
来
進
め
た
か
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

論
文
の
事
も
御
心
配
下
さ
れ
有
が
た
く
存
じ
申
し
候

余
り
意
気
地
な
き
事
に
候
へ
ど
其
後
あ
の
論
題
は
と
て
も
短

い
間
に
力
及
ば
ぬ
事
と
あ
き
ら
め
て
今
度
ハ
全
く
方
向
を
変

へ
る
事
に
い
た
し
候　

い
づ
れ
食
物
の
事
住
宅
の
こ
と
衣
服

の
事
ハ
卒
業
後
も
永
く
心
が
け
て
し
ら
べ
少
し
に
て
も
改
め

度
く
と
望
み
居
り
候

今
度
の
題
ハ
未
だ
確
実
に
は
き
ま
り
申
さ
ず
候
へ
ど
と
に
か

く
こ
れ
か
ら
何
も
な
い
頭
に
て
作
り
出
す
に
て
候
ヘ
ば
な

か
〳
〵
に
頼
り
な
い
事
に
御
座
候

こ
こ
に
は
、「
食
物
」「
住
宅
」「
衣
服
」
と
い
う
主
専
攻
科
目

に
関
わ
る
幅
広
い
テ
ー
マ
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
受
け

ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
同
書
簡
に
て
、
ト
シ
は
成
瀬
仁
蔵
へ
の
尊
敬
の
思

い
を
兄
賢
治
に
あ
て
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
正
十
年
位
ま
で
ハ
ゆ
る
〳
〵
と
御
考
へ
を
練
ら
る
ゝ
事
に

賛
成
申
し
上
げ
候　

と
に
も
か
く
に
も
真
生
活
の
方
法
と
職
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業
と
の
一
致
の
外
に
望
ま
し
き
生
活
法
ハ
考
へ
ら
れ
ず
候　

一
人
〳
〵
も
一
家
も
そ
の
天
職
を
見
出
し
て
之
を
遂
げ
た
く

と
折
角
ね
が
ひ
居
り
候　

現
在
の
様
な
怠
け
者
に
て
ハ
随
分

心
細
く
候
へ
ど
も
こ
の
望
み
空
な
る
も
の
と
ハ
思
は
れ
ず
候　

現
に
多
く
の
困
難
や
貧
乏
や
病
気
や
孤
独
な
ど
を
忍
ば
れ
て

四
十
年
一
日
の
如
く
教
育
に
我
を
忘
れ
ら
る
ゝ
校
長
先
生
が

生
き
た
る
証
明
と
敬
は
れ
申
し
候　

と
も
か
く
私
も
こ
れ
か

ら
怠
ら
ず
成
る
べ
く
早
く
然
し
焦
ら
ず
に
こ
れ
を
見
出
し
度

く
存
じ
候

こ
の
よ
う
な
ト
シ
の
成
瀬
校
長
を
慕
う
気
持
ち
が
、
入
学
当
初

の
迷
い
多
き
時
期
か
ら
、「
実
践
倫
理
」
の
授
業
を
通
し
て
高
ま

り
、
最
終
学
年
で
こ
の
よ
う
な
思
い
に
ま
で
至
っ
た
経
過
が
わ
か

る
。

６　

ト
シ
の
学
び
と
卒
業
後

ト
シ
は
、
卒
業
後
約
一
年
の
病
気
療
養
を
必
要
と
し
た
が
、
そ

の
後
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
三
月
一
六
日
に
は
、
同
級
生
で
あ

っ
た
加
用
と
き
子
に
あ
て
て
、
書
簡
﹇
二
一
﹈
に
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

晩
香
寮
に
手
塚
先
生
の
御
あ
と
又
平
野
先
生
の
御
あ
と
と
し

て
又
は
小
さ
い
方
々
の
御
姉
様
と
し
て
ど
の
様
な
御
生
活
を

御
経
験
遊
ば
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
御
伺
ひ
申
し
た

う
ご
ざ
い
ま
す
。

御
別
れ
ら
し
い
御
別
れ
も
致
さ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
ひ
ま
し

た
の
で
か
ら
だ
が
恢
復
致
し
次
第
上
京
致
し
た
い
と
存
じ
て

居
り
ま
し
た
が
や
っ
と
近
い
う
ち
に
上
京
も
叶
ひ
さ
う
に
な

っ
て
参
り
ま
し
た

加
用
と
き
子
は
、
卒
業
後
も
晩
香
寮
に
残
り
、「
料
理
」
担
当

の
手
塚
か
ね
教
授
の
助
手
を
務
め
、
寮
監
を
兼
ね
た
平
野
浜
教
授

の
も
と
で
寮
で
の
一
助
も
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
友

人
へ
の
文
面
か
ら
、
ト
シ
が
卒
業
時
の
無
念
さ
を
胸
に
抱
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
上
京
が
ど
の
よ
う
に
実
現
し

た
か
は
、
不
明
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ト
シ
は
、
病
気
快
復
後
の
大
正
九
年
九
月
二
四
日
付

け
で
、
母
校
花
巻
高
等
女
学
校
の
教
諭
心
得
と
な
る
が
、
翌
大
正

一
〇
年
九
月
一
二
日
付
け
で
、
病
気
再
発
の
た
め
退
職
す
る
。
そ

の
約
一
年
間
の
教
師
時
代
に
担
当
し
た
教
科
は
、
家
事
と
英
語
で

あ
っ
た
。
特
に
日
本
女
子
大
学
校
で
、
主
専
攻
科
目
と
し
て
い
た

「
家
事
」
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
専
門
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
在
職
中
の
大
正
一
〇
年
四
月
に
は
、
花
巻
高
等
女
学
校

よ
り
依
頼
さ
れ
、
日
本
女
子
大
学
校
に
教
師
の
斡
旋
を
頼
む
た
め

の
上
京
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
お
よ
び
主
専
攻
科
目
担
当
者

井
上
秀
教
授
、
手
塚
か
ね
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
教
員
と
の
つ
な
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が
り
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
の
宮
澤
ト
シ
の
卒
業
証
書
に
よ
っ
て
認

定
さ
れ
た
科
目
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て

授
業
科
目
と
そ
の
年
度
お
よ
び
担
当
教
員
の
提
示
が
可
能
と
な
っ

た
。
こ
う
し
て
ト
シ
が
日
本
女
子
大
学
校
で
学
ん
だ
実
態
が
具
体

的
に
な
り
、
さ
ら
に
不
明
な
点
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
考
察
を
進

め
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
ト
シ
自
身
の
個
々
の
学
び
か
ら
く
る
思

想
や
兄
賢
治
と
の
関
係
の
考
察
を
深
め
る
う
え
で
、
意
義
深
い
こ

と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
一
九
八
九
年
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程

前
期
修
了　

一
九
九
二
年
同
博
士
課
程
後
期
満
期
退
学　

ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授　

や
ま
ね　

と
も
こ
）
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豊
明
幼
稚
園
は
、
一
貫
教
育
を
標
榜
す
る
日
本
女
子
大
学
に
と

っ
て
、
そ
の
教
育
の
始
点
と
な
る
場
所
で
あ
る
。
住
居
学
科
に
も

毎
年
何
名
か
、
豊
明
幼
稚
園
出
身
の
学
生
が
入
学
し
て
く
る
が
、

み
な
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
幼
稚
園
で
の
体
験
を
語
る
。
そ
れ
く

ら
い
、
豊
明
幼
稚
園
で
の
体
験
が
彼
女
た
ち
の
精
神
構
造
、
あ
る

い
は
知
的
な
構
造
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、
そ
の

重
要
性
を
痛
感
す
る
。

私
は
、
設
計
の
仕
事
を
す
る
中
で
、
い
く
つ
か
の
公
立
の
幼
稚

園
の
設
計
を
し
て
き
た
が
、
豊
明
幼
稚
園
の
前
園
舎
を
設
計
さ
れ

た
小
川
信
子
名
誉
教
授
（
家
政
学
部
住
居
学
科
）
の
よ
う
に
、
子

供
の
施
設
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
は
な
い
の
で
、
豊
明
幼
稚
園
の
改

築
と
い
う
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
す
る
に
あ
た
り
、
幼
稚

園
の
先
生
方
の
教
育
理
念
を
で
き
る
だ
け
率
直
に
建
築
に
反
映
さ

せ
る
べ
く
、
設
計
者
と
し
て
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

正
確
に
は
思
い
出
せ
な
い
く
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
幼
稚
園
を
豊

明
幼
稚
園
の
先
生
方
と
見
て
回
り
、
そ
の
都
度
先
生
方
は
、
取
り

入
れ
る
べ
き
点
や
問
題
点
を
整
理
さ
れ
、
毎
回
そ
の
レ
ジ
ュ
メ
を

い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
た
見
学
や
勉
強
会
を
通
し
て
、
豊
明
幼
稚

園
の
教
育
思
想
が
、
部
外
者
の
私
に
も
皮
膚
感
覚
と
し
て
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
に
思
え
た
。
設
計
者
と
し
て
は
、
幸
運
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
う
。

実
際
の
基
本
計
画
に
は
い
る
と
、
住
居
学
専
攻
の
大
学
院
生
た

ち
が
加
わ
り
、
今
ま
で
出
さ
れ
た
要
望
を
整
理
し
な
が
ら
、
様
々

な
ス
タ
デ
ィ
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
生
方
は
、
前
園
舎
が
大

建
物
紹
介傾

斜
地
に
寄
り
添
い
、
子
供
の
成
長
に
寄
り
添
う
建
築

　
　
　
　
　

―
豊
明
幼
稚
園
と
さ
く
ら
ナ
ー
ス
リ
ー
の
改
築
に
参
画
し
て
―

篠
原　

聡
子

成瀬2011_建物紹介.indd   25 11/07/06   16:33



―26―

変
に
気
に
い
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
移
動
さ
せ
て
ほ
し
い
と
ま
で

言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
今
回
の
計
画
敷
地
に
は
、

大
き
な
高
低
差
が
あ
り
、
そ
れ
は
か
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
一
時
期
は
、
前
園
舎
の
よ
う
に
園
舎
を
敷
地
の
北
側

に
配
し
て
、
園
庭
を
南
側
に
と
る
こ
と
を
ス
タ
デ
ィ
し
た
が
、
園

庭
の
中
に
九
メ
ー
ト
ル
近
く
の
段
差
を
取
り
込
ま
な
く
て
は
な
ら

ず
、
現
実
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ
き
ら
め
た
。
こ
の
九

メ
ー
ト
ル
の
高
低
差
を
デ
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
メ
リ
ッ
ト
に
変

換
し
、
都
心
に
は
稀
に
み
る
豊
か
な
自
然
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
建
築
と
し
、
こ
の
敷
地
の
特
性
を
建
築
の
利
点
と
す
る
こ
と

が
こ
の
計
画
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

先
生
方
と
の
ミ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
園
舎
の

内
部
空
間
と
同
様
に
園
庭
が
重
要
で
あ
り
、
内
外
の
一
体
的
な
子

供
の
動
き
を
可
能
に
す
る
構
成
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
、
園
庭
と
保
育
室
の
連
携
が
幾
通
り
も
ス
タ
デ
ィ
さ
れ

た
。
中
盤
に
は
、
敷
地
の
中
ほ
ど
に
園
舎
を
も
っ
て
き
て
、
園
庭

を
北
庭
と
南
庭
に
わ
け
る
計
画
が
浮
上
し
た
。
こ
の
案
で
あ
れ
ば
、

高
低
差
は
建
物
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
の
で
、
高
低
差
に
対
す
る
一

つ
の
解
決
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
園
庭
は
建
物
を
挟
ん
で
南

北
に
分
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
運
用
で
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
と

い
う
意
見
を
い
た
だ
い
た
が
、
日
影
図
を
描
く
と
、
北
の
園
庭
の

過
半
は
終
日
、
日
陰
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

よ
り
も
、
勾
配
の
あ
る
敷
地
に
対
し
て
、
園
舎
が
人
工
的
な
構
築

物
と
し
て
そ
れ
を
隠
ぺ
い
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
不
自
然
さ
が
こ

の
案
に
は
あ
っ
た
。
小
川
信
子
先
生
の
設
計
さ
れ
た
園
舎
に
は
、

南
の
庭
に
う
ま
く
高
低
差
が
と
り
こ
ま
れ
、
変
化
の
あ
る
園
庭
が

構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
自
然
に
抗
す
る
よ
う
な
強
引
さ
は
全
く
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
最
終
案
が
決
定
し
た
。
敷
地

の
南
側
に
園
舎
を
寄
せ
て
、
一
部
を
西
側
に
し
、
L
型
の
配
置
と

な
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
案
に
近
い
案
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
園
舎

の
一
部
が
三
階
建
て
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
棚
あ
げ
に
さ
れ
て

い
た
。（
幼
稚
園
設
置
基
準
で
、
幼
稚
園
の
園
舎
は
二
階
建
て
以

下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
し
か
し
、
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、

そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
一
番
下
の
階
が
地
下
階
に
な
れ
ば
、
許
可

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
何
度
も
区
や
都

と
協
議
の
末
、
結
果
と
し
て
、
図
面
や
模
型
に
よ
っ
て
、
避
難
上

問
題
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
現
案
に
近
い
計
画
で
進
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
案
は
、
自
然
の
園
庭
、
し
か
も
日
陰
に
な
ら

な
い
園
庭
が
一
番
広
く
と
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
体
の
配
置
計
画
が
定
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
三
つ
の
学
年
ご
と

に
レ
ベ
ル
の
こ
と
な
る
保
育
室
と
園
庭
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
か

が
課
題
と
な
っ
た
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か
ら
年
少
組
の
保
育
室
ま
で

は
、
段
差
が
な
く
フ
ラ
ッ
ト
に
し
た
い
と
い
う
要
望
が
出
さ
れ
た
。
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ほ
ん
の
一
段
、
二
段
が
そ
の
場
所
へ
の
距
離
を
ぐ
っ
と
広
げ
て

し
ま
う
と
い
う
経
験
は
大
人
で
も
あ
る
し
、
初
め
て
体
験
す
る
社

会
的
な
空
間
は
、
で
き
る
だ
け
子
供
に
と
っ
て
バ
リ
ア
の
な
い
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
は
十
分
に
妥
当
な
も
の
で
あ
っ

た
と
思
う
。
そ
こ
で
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
は
、
年
少
の
保
育
室
に
フ
ロ

ア
レ
ベ
ル
を
合
わ
せ
、
西
棟
は
緩
や
か
な
段
上
と
し
て
、
園
庭
に

す
り
つ
け
る
よ
う
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
年
長
組
、
年
中
組
、
年
少
組

の
各
保
育
室
の
ど
の
レ
ベ
ル
か
ら
も
、
園
庭
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
し

や
す
い
す
い
高
さ
関
係
が
成
立
し
た
。
年
少
の
保
育
室
か
ら
北
側

の
園
庭
へ
は
二
方
向
の
階
段
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
だ
、

行
動
半
径
も
小
さ
い
年
少
の
子
供
に
と
っ
て
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
で

も
、
保
育
室
に
連
続
し
た
外
部
空
間
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
保
育
室
か
ら
直
接
で
ら
れ
る
広
い
テ
ラ
ス
を
設
け
て
い
る
。

年
中
組
の
保
育
室
は
、
順
次
レ
ベ
ル
を
さ
げ
て
、
園
庭
に
擦
り

付
け
、
園
庭
と
の
連
続
性
を
高
め
て
い
る
。
年
少
組
の
と
き
は
、

先
生
に
い
ざ
な
わ
れ
て
、
園
庭
に
出
て
き
た
子
供
達
が
、
順
次
自

分
の
行
動
半
径
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
、
そ
の
変
化
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
保
育
室
の
み
、
東
向

き
と
な
り
、
異
な
る
景
色
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
景
色
に
よ
っ
て
、

子
供
た
ち
は
年
少
組
か
ら
年
中
組
へ
の
変
化
を
実
感
し
て
く
れ
る

の
で
は
、
と
期
待
し
て
い
る
。

園庭側からみた新園舎
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子
供
た
ち
が
、
次
第
に
大
き
な
空
間
を
自
分
の
領
域
に
組
み
込

ん
で
行
く
よ
う
に
、年
長
組
の
保
育
室
か
ら
は
、傾
斜
地
を
ブ
リ
ッ

ジ
で
渡
っ
て
半
階
お
り
、
園
庭
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
そ
の
過
程
で
、

園
庭
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

園
庭
と
保
育
室
の
関
係
は
、
ト
イ
レ
の
位
置
関
係
に
も
似
て
い

る
。
年
少
の
保
育
室
で
は
、
ト
イ
レ
は
保
育
室
の
中
に
と
り
こ
ま

れ
、
年
長
組
で
は
、
完
全
に
廊
下
に
で
て
か
ら
、
ト
イ
レ
に
い
く

こ
と
に
な
る
。
行
動
半
径
が
大
き
く
な
り
、
目
的
を
も
っ
て
行
動

す
る
よ
う
に
、
そ
の
関
係
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。

地
階
に
は
、
遊
戯
室
と
ナ
ー
ス
リ
ー
が
あ
る
。
遊
戯
室
は
、
幅

一
五
メ
ー
ト
ル
を
無
柱
の
空
間
と
し
て
、
子
供
た
ち
の
活
発
な
室

内
で
の
遊
び
空
間
と
な
り
、
ま
た
、
二
五
〇
名
程
度
の
園
児
と
二

五
〇
名
程
度
の
保
護
者
の
方
々
も
着
席
で
き
る
大
き
さ
を
も
っ
て

い
る
。

さ
く
ら
ナ
ー
ス
リ
ー
は
、
出
入
り
の
し
易
さ
、
避
難
の
確
実
性

か
ら
南
側
の
地
階
、
道
路
に
近
い
と
こ
ろ
に
配
置
し
た
。
そ
の
ア

ク
セ
ス
は
、
豊
坂
と
目
白
通
り
側
か
ら
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
目

白
通
り
側
か
ら
は
、
ス
ロ
ー
プ
を
下
り
、
幼
稚
園
と
共
用
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

さ
く
ら
ナ
ー
ス
リ
ー
の
内
部
空
間
は
、
今
後
の
使
い
方
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
柔
軟
に
仕
切
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
、
〇
・
一
歳
児
ほ
ふ
く
室
と
二
歳
児
・
三
歳
児
の
保
育
室

の
大
き
く
二
室
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル
脇
に
ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
と
、
そ
の
並
び
に
外
か
ら
調

理
の
様
子
が
の
ぞ
け
る
調
理
室
を
備
え
て
お
り
、
廊
下
の
突

き
当
た
り
に
は
、
豊
明
幼
稚
園
に
つ
な
が
る
扉
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
扉
を
開
く
と
す
ぐ
に
幼
稚
園
の
遊
戯
室
に
行

く
こ
と
が
で
き
、
豊
明
幼
稚
園
の
園
児
の
延
長
保
育
へ
の
対

応
に
配
慮
し
、
ナ
ー
ス
リ
ー
、
幼
稚
園
の
連
続
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
可
能
と
す
る
平
面
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
地
階
と
い
っ
て
も
、
実
際
は
地
上
階
で
、
南
面
か

保育室

遊戯室

成瀬2011_建物紹介.indd   29 11/07/06   16:33



―30―

ら
十
分
な
採
光
が
得
ら
れ
、
南
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
専
用
の
園
庭

を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
園
庭
に
は
、
既
存
樹
木
の
桜
が
残
さ
れ
、

大
き
な
傘
の
よ
う
に
園
庭
を
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
さ
く
ら
を
は
じ

め
、
北
側
園
庭
の
ス
ダ
ジ
イ
や
欅
と
い
っ
た
大
き
な
既
存
樹
木
を

残
し
た
ま
ま
の
工
事
は
大
変
困
難
で
あ
り
、
施
工
の
方
々
の
思
い

に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
こ
の
敷
地
の
財
産
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

基
本
計
画
は
、
そ
の
後
戸
田
建
設
の
設
計
部
の
方
々
に
引
き
継

が
れ
て
、
基
本
設
計
、
実
施
設
計
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
中

で
、
基
本
計
画
と
大
き
く
こ
と
な
っ
た
の
は
、
園
庭
の
形
状
で
あ

る
。
基
本
計
画
で
は
、
遊

戯
室
の
壁
面
ま
で
フ
ラ
ッ

ト
に
園
庭
を
も
っ
て
く
る

予
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

計
画
で
は
、
遊
戯
室
の
壁

に
大
き
な
土
圧
が
か
か
り
、

コ
ス
ト
的
、
構
造
的
に
合

理
的
で
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

最
終
的
に
そ
こ
を
傾
斜

地
と
し
て
残
す
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
傾
面
の
活
用

に
つ
い
て
は
、
様
々
な
意

見
が
出
さ
れ
た
が
、
幼
稚
園
の
先
生
方
か
ら
の
発
案
で
、
積
極
的

に
遊
び
空
間
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

外
装
は
、
打
ち
放
し
を
基
調
と
し
、
一
部
分
に
山
吹
き
色
に
近

い
ア
ー
ス
カ
ラ
ー
（
学
園
の
建
物
の
テ
ー
マ
カ
ラ
ー
）
を
使
用
し

て
い
る
。
内
装
は
、
木
製
の
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
と
シ
ナ
合
板
の
内
壁

を
基
調
と
し
て
お
り
、
外
装
の
吹
き
付
け
や
内
装
の
ビ
ニ
ー
ル
ク

ロ
ス
と
い
っ
た
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
表
層
を
た
だ
覆
う
よ
う
な

仕
上
げ
材
を
極
力
さ
け
て
、
い
ず
れ
も
、
素
材
の
色
を
そ
の
ま
ま

表
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

子
供
た
ち
に
と
っ
て
最
初
の
社
会
的
空
間
で
あ
る
幼
稚
園
や

ナ
ー
ス
リ
ー
は
、
素
材
も
構
成
も
明
ら
か
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
考
え
た
。
地
形
に
沿
っ
た
配
置
計
画
、
素
材
の
質
感
を
で
き

る
だ
け
そ
の
ま
ま
表
し
た
外
観
、
内
観
は
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら

決
定
さ
れ
た
。

建
物
は
竣
工
し
た
が
、
建
築
は
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん

ど
ん
成
長
し
、
発
見
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
。
先
生
方
や
園
児
た
ち

に
よ
っ
て
、
こ
の
建
築
は
ど
ん
ど
ん
新
た
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

く
に
違
い
な
い
。
豊
明
幼
稚
園
と
さ
く
ら
ナ
ー
ス
リ
ー
の
改
築
の

計
画
に
関
わ
っ
た
一
人
と
し
て
、
そ
の
変
化
を
楽
し
み
に
見
つ
め

て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
住
居
学
科
教
授　

 

し
の
は
ら　

さ
と
こ
）

遊びの空間として残された傾斜地
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筆
の
人
で
は
な
く
「
舌
の
人
」

成
瀬
仁
蔵
の
信
頼
が
厚
く
、
ま
た
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
渡
辺

英
一
は
、
名
著
『
成
瀬
先
生
伝
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る）

1
（

。
言
葉
の
方
面
で
の
先
生
は
、
古
の
教
祖
預
言
者
と
同
様
に
、

筆
の
人
で
な
く
、「
舌
の
人
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
差
支

え
が
な
い
。
日
記
や
手
紙
に
於
て
、
先
生
は
随
分
筆
ま
め
で

も
あ
っ
た
が
、
併
し
社
会
的
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
文
章
は
あ
ま

り
書
か
な
か
っ
た
。
著
述
で
も
、
全
然
自
分
だ
け
の
筆
に
な

っ
た
と
い
ふ
も
の
は
英
文
の
外
に
殆
ど
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
日
本
女
子
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
と
題
す
る
資
料
は
、「
舌
の
人
」
で

あ
っ
た
成
瀬
仁
蔵
の
思
想
を
、
よ
り
直
接
的
に
伝
え
る
も
の
と
し

て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

『
日
本
女
子
大
学
校
長
成
瀬
仁
蔵
先
生
述
／
実
践
倫
理
講
話
筆

記
』
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
度
か
ら
一
九
一
六
（
大
正

五
）
年
度
ま
で
あ
る
が
、
現
在
、
成
瀬
記
念
館
に
よ
っ
て
一
九
〇

五
年
度
（
一
部
前
年
度
分
を
含
む
）
か
ら
〇
八
年
度
分
と
一
九
一

五
年
度
か
ら
一
六
年
度
分
（
一
部
翌
年
度
分
を
含
む
）
が
翻
刻
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
年
度
に
成
瀬
仁
蔵
が
学
生
向
け
に
行
な

っ
た
実
践
倫
理
の
授
業
を
中
心
に
、
入
学
式
、
卒
業
式
、
始
業
式
、

あ
る
い
は
桜
楓
会
例
会
で
の
講
話
等
を
月
日
順
に
収
載
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
量
は
年
度
ご
と
で
相
当
の
も
の
に
な
る
。
そ
の
年

度
に
成
瀬
が
何
に
関
心
を
持
ち
、
何
を
考
え
、
何
を
学
生
た
ち
に

資
料
探
訪成

瀬
仁
蔵
の
実
践
倫
理
講
話

　
　
　
　
　

│
│
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
（
明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
）』
を
読
む
│
│

片
桐　

芳
雄
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語
ろ
う
と
し
た
の
か
が
、
具
体
的
に
分
か
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
成
瀬
仁
蔵
の
講
話
は
、
そ
の
後
『
家
庭
週
報
』
な

ど
に
掲
載
さ
れ
、
さ
ら
に
『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
た

も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
『
家
庭
週
報
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ

る
過
程
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
内
容
の
整
理
や
推
敲
が
行
な
わ

れ
た
。
例
え
ば
「
秋
ハ
毎
年
秋
ノ
此
頃
ニ
ナ
ル
ト
何
時
デ
モ
少
シ

疲
レ
マ
ス
。
昨
晩
ナ
ド
モ
三
度
ホ
ド
目
ガ
サ
メ
マ
シ
テ
寝
床
ヲ
カ

ヘ
タ
リ
イ
ロ
イ
ロ
シ
テ
、
ヤ
ッ
ト
眠
リ
ニ
ツ
キ
マ
シ
タ
。」（
05
・

9
・
30
）
と
い
っ
た
き
わ
め
て
個
人
的
な
事
項
は
活
字
化
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
「
私
ハ
七
ツ
ノ
時
、
七
人
バ
カ
リ
斬

罪
ニ
処
セ
ラ
ル
ヽ
処
ノ
仕
置
場
ヘ
大
人
ニ
頼
ン
デ
伴
レ
テ
行
ッ
テ

貰
タ
事
ガ
ア
リ
マ
ス
。
其
罪
人
達
ヲ
見
ル
ト
実
ニ
萎
レ
タ
モ
ノ
デ
、

マ
ル
デ
死
ン
ダ
ヨ
ー
ナ
色
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
。
コ
ー
云
フ
人
ハ

通
常
臆
病
ナ
人
ト
言
ヒ
マ
ス
。
ト
コ
ロ
ガ
其
中
ニ
六
人
ノ
モ
ノ
ガ

皆
中
ニ
入
ッ
テ
最
後
ニ
馬
ニ
乗
ッ
テ
来
タ
人
ガ
中
々
元
気
ナ
人
デ

ア
ル
。（
中
略
）
コ
ー
云
フ
ノ
ハ
血
気
ノ
勇
デ
ア
ル
、
肉
体
ノ
勇

デ
ア
ル
。」（
同
年
11
・
27
）
と
い
っ
た
、
い
さ
さ
か
衝
撃
的
な
体

験
談
も
、
公
表
さ
れ
る
と
き
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

公
刊
さ
れ
た
文
章
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
ほ
じ
く
り
返

す
よ
う
な
行
為
は
、
成
瀬
仁
蔵
本
人
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
こ
と
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
筆
記
は
成
瀬

本
人
に
直
接
依
頼
さ
れ
た
卒
業
生
が
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

実践倫理講話筆記
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テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
も
な
か
っ
た
当
時
、
ど
の
程
度
忠
実
に
筆
記
さ

れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
成
瀬
記
念
館
に
よ
れ
ば
、
成

瀬
は
こ
れ
ら
の
筆
記
に
自
ら
目
を
通
し
て
確
認
し
て
い
る
、
と
い

う
。と

は
言
え
、
思
わ
ず
口
に
し
た
こ
と
と
推
敲
し
て
文
章
に
し
た

こ
と
の
ど
ち
ら
に
そ
の
人
の
真
意
が
表
れ
て
い
る
か
、
と
問
え
ば
、

前
者
の
み
に
本
音
が
表
れ
る
と
は
一
概
に
言
え
な
い
。

し
か
し
、「
猫
ハ
嫌
ヒ
デ
ア
ル
ケ
レ
ド
モ
、
外
国
デ
一
室
ヲ
借

リ
テ
只
一
人
自
炊
ヲ
シ
テ
居
タ
頃
ニ
猫
ガ
一
匹
居
タ
ノ
デ
、
大
層

慰
メ
ラ
レ
テ
友
達
ト
ナ
ッ
タ
コ
ト
ガ
ア
ル
。」（
06
・
3
・
27
）
と

述
べ
つ
つ
、
人
間
に
と
っ
て
のsociability
の
重
要
性
を
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
成
瀬
仁
蔵
の
人
柄
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
ま
た
「
我
国
ノ
社
会
ノ
中
等
以
上
ニ
ア
ル
男
子

ニ
シ
テ
腐
敗
セ
ヌ
モ
ノ
ハ
殆
ド
ナ
イ
。
千
人
ニ
対
ス
ル
七
百
人
ト

云
フ
モ
ノ
実
ニ
病
人
デ
ア
ル
、
手
負
ヒ
デ
ア
ル
。（
中
略
）
ア
ナ

タ
方
ハ
婦
人
ノ
領
分
デ
ア
ル
処
ノ
家
庭
ニ
入
ッ
テ
暗
黒
ヲ
照
ラ
シ
、

其
害
毒
ヲ
清
メ
ル
ヨ
リ
外
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。」（
05
・
11
・
12
）

と
い
っ
た
言
葉
に
は
、
日
本
女
子
大
学
校
を
支
え
た
多
く
の
男
性

協
力
者
に
対
し
て
は
表
立
っ
て
言
い
に
く
い
、
成
瀬
仁
蔵
の
隠
さ

れ
た
本
音
が
語
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

講
話
筆
記
の
魅
力

私
は
、
昨
年
の
夏
休
み
、
桜
楓
会
の
成
瀬
先
生
研
究
会
の
報
告

の
た
め
に
、
最
近
、
す
な
わ
ち
前
年
秋
に
成
瀬
記
念
館
か
ら
刊
行

さ
れ
た
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
（
明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ

部
）』
を
読
み
な
が
ら
過
ご
し
た
。
こ
の
夏
は
記
録
的
な
猛
暑
で

あ
っ
た
。
そ
の
暑
さ
の
中
で
、
Ｂ
５
版
二
段
組
み
片
仮
名
書
き
で
、

四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
換
算
す
る
と
一
八
〇
〇
枚
ぐ
ら
い
に

な
る
と
思
わ
れ
る
冊
子
を
読
み
通
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
苦
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

教
育
史
上
の
重
要
人
物
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
に
つ
い
て
、「
私
ハ

ア
ナ
タ
方
ニ
白
状
シ
マ
ス
。
私
ハ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
先
生
ニ
長
所
ト

欠
点
ト
ア
ル
ヨ
ー
ニ
、
欠
点
ガ
ア
リ
マ
ス
。
ア
ナ
タ
方
モ
亦
先
生

ノ
ヨ
ー
ニ
弱
点
ノ
ア
ル
コ
ト
ヲ
オ
考
ヘ
デ
シ
ョ
ー
。」（
06
・
1
・

14
）
と
、
ま
る
で
肉
親
で
あ
る
か
の
よ
う
な
親
し
み
を
こ
め
て
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
教
育
活
動
と
思
想
へ
の
共
鳴
を
、
き
わ
め
て
熱

っ
ぽ
く
学
生
た
ち
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
全
く

意
外
な
発
見
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
年
の
前
半
、
主
と
し
て
最
上
級

生
の
三
年
生
を
め
ぐ
っ
て
、
家
政
と
国
文
二
学
部
の
学
生
の
対
立

解
消
に
、
成
瀬
校
長
が
腐
心
す
る
に
姿
は
、
な
に
や
ら
身
に
つ
ま

さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

成
瀬
校
長
の
認
識
で
は
、
家
政
と
国
文
と
の
対
立
の
根
源
は
、

単
に
二
学
部
学
生
の
感
情
的
対
立
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
要
す
る
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に
文
学
と
科
学
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
意
志
と
感
情
の
合
一

の
問
題
で
あ
っ
た
。
六
月
一
四
日
の
講
話
で
成
瀬
は
学
生
に
、
次

の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。

私
ハ
マ
ダ
ド
ー
モ
充
分
ニ
皆
サ
ン
ガ
此
間
カ
ラ
申
シ
タ
事
ガ

腹
ニ
オ
入
リ
ニ
ナ
ラ
ヌ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
此
間
カ
ラ
私
ノ
宅
ヘ

オ
出
デ
ニ
ナ
ッ
タ
方
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
人
ノ
言
ハ
ル
ヽ
ノ
ニ
、

先
生
ハ
飽
ク
迄
モ
意
志
ノ
人
デ
ア
ッ
テ
感
情
ノ
人
デ
ハ
オ
ア
リ

ナ
サ
ラ
ナ
イ
。
夫
レ
ガ
御
成
功
ナ
サ
レ
タ
所
以
デ
シ
ョ
ー
ガ
、

私
ハ
情
ノ
人
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
道
理
ヲ
以
テ
説
キ
聞
カ
サ
レ
ル

ト
ワ
カ
ラ
ナ
ク
ナ
ル
、
ト
云
フ
話
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ケ
レ
ド
モ
、

之
ハ
前
ニ
説
明
シ
タ
ツ
モ
リ
デ
ア
リ
マ
ス
。
意
志
ノ
人
、
情
ノ

人
ト
云
フ
様
ナ
モ
ノ
ハ
実
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。

自
宅
に
ま
で
押
し
掛
け
て
き
た
学
生
を
前
に
し
て
、
困
惑
す
る

成
瀬
仁
蔵
の
姿
を
想
像
す
る
と
、
暑
さ
を
忘
れ
て
大
い
に
同
情
し

た
も
の
で
あ
る
。

P
ositivism

と
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
（
明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
）』

の
冒
頭
近
く
に
、
一
九
〇
五
年
三
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
「
研
究

科
生
並
ビ
ニ
卒
業
生
ノ
為
メ
ニ
」
と
い
う
講
話
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
成
瀬
仁
蔵
は
「
本
校
ノ
教
育
ハPositive education

デ
ア
ル
。
此
処
デ
教
ヘ
テ
居
ル
処
ノ
文
学
ハPositive literature

、

此
処
デ
教
ヘ
ル
修
身
ハPositive m

oral

、
此
処
デ
教
ヘ
ル
科
学

ハPositive science

、
此
処
デ
教
ヘ
ル
料
理
ハPositive cookery

、

本
校
デ
教
ヘ
テ
居
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
皆Positive

ト
云
フ
詞
ヲ
添
ヘ

ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。（
中
略
）
故
ニ
ア
ナ
タ
方
ノ
今
後
オ
ト
リ
ニ

ナ
ル
境
遇
ハPositive life

、
ア
ナ
タ
方
ノ
結
婚
ハPositive m

ar-

riage

、
ア
ナ
タ
方
ノ
ナ
サ
ル
教
育
ハPositive education

ト
云

フ
風
ニ
、
悉
クPositive

デ
ス
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
うPositivism

は
社
会
学
の
創
始
者
、
フ
ラ
ン
ス
の

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
が
主
張
し
た
人
間
精
神
進
歩
の
歴
史
三

段
階
説
、
す
な
わ
ち
神
学
的
段
階T

heological stage

、
形
而
上

学
的
段
階M

etaphysical stage

、
実
証
的
段
階Positive stage

に
依
拠
し
て
い
る
。

コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
超
自
然
的
観
念
が
す
べ
て
を
支
配
し
た
古

代
・
中
世
はT

heological stage

、
近
代
科
学
が
登
場
し
た
ル
ネ

サ
ン
ス
以
後
はM

etaphysical stage

、
そ
し
て
現
代
か
ら
未
来
は
、

科
学
（
学
問
）
の
力
に
よ
っ
て
事
実
を
検
証
す
る
こ
と
の
で
き
る

理
想
の
時
代
と
し
て
のPositive stage

で
あ
る
。

成
瀬
の
「
進
歩
」
の
思
想
は
、
基
本
的
に
こ
の
コ
ン
ト
の
歴
史

三
段
階
説
に
依
っ
て
い
る
。

成
瀬
は
し
ば
し
ば
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
が
、
人
々
の
認
識
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を
、
自
己
中
心
の
人
間
観
か
ら
宇
宙
的
な
人
間
観
へ
と
ま
さ
に
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
に
転
回
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
は
ダ
ー
ウ

ィ
ン
の
進
化
論
が
人
間
精
神
に
与
え
た
歴
史
的
意
義
を
強
調
す
る
。

科
学
の
力
を
信
じ
、
学
問
や
哲
学
の
力
に
よ
っ
て
宗
教
的
信
念
を

も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
点
で
、
成
瀬
仁
蔵
は

コ
ン
ト
の
思
想
に
共
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お

コ
ン
ト
のpositive

は
一
般
に
「
実
証
的
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
成

瀬
は
「
実
践
的
」
あ
る
い
は
「
積
極
的
」
と
い
う
意
味
に
も
引
き

つ
け
て
理
解
し
た
。
上
引
の
講
話
で
も
「
実
践
的
」
の
意
味
合
い

が
濃
い
。
こ
こ
に
は
成
瀬
の
個
性
が
表
れ
て
い
る）

2
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響

宗
教
的
信
念
を
学
問
的
に
、Positive

に
（
実
証
的
に
）
明
ら
か

に
し
よ
う（
し
得
る
）と
考
え
た
こ
の
時
期
の
成
瀬
に
、も
う
一
人

大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、成
瀬
と
個
人
的
な
親
交
も
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ
り
宗
教
学
者
で
あ
り
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
で
あ
る
。

成
瀬
仁
蔵
に
対
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響
は
、
す
で
に
諸
書
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
瀬
に
影
響
を

与
え
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
作
と
し
て
、
影
山
礼
子
氏
は
主
と
し
て

『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
を
挙
げ
、
大
森
秀
子
氏
は
主
と
し
て

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
を
挙
げ
て
い
る）

3
（

。

た
し
か
に
、
成
瀬
仁
蔵
に
対
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響
は
、
相

当
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
と
い
う
点
は
、
さ
ら
に
研
究
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
私
が
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
時
の

日
本
の
知
識
人
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
影
響
を
受
け
た
の
は
成
瀬
仁
蔵

だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
代
日
本
の
知
の
巨
人
、
と
い
う
べ
き
、
西
田
幾
多
郎
や
夏
目

漱
石
も
、
そ
し
て
宮
澤
賢
治
も
、
成
瀬
と
同
様
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

影
響
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
）
4
（

。

と
り
わ
け
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、「
世
界
は
こ
の

よ
う
な
も
の
、
人
生
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
哲
学
的
世
界
観

お
よ
び
人
生
観
と
、
人
間
は
か
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
か
か
る
処
に

安
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
道
徳
宗
教
の
実
践
的
要
求
と
は
密
接

な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
人
は
相
容
れ
な
い
知
識
的
確
信
と
実
践

的
要
求
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
元

来
真
理
は
一
で
あ
る
。
知
識
に
お
い
て
の
真
理
は
直
に
実
践
上
の

真
理
で
あ
り
、
実
践
上
の
真
理
は
直
に
知
識
に
お
い
て
の
真
理
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
深
く
考
え
る
人
、
真
摯
な
る
人
は
必
ず
知
識

と
情
意
と
の
一
致
を
求
む
る
よ
う
に
な
る
。」（
六
三
頁
）
と
論
じ

る
西
田
幾
多
郎
の
「
知
識
的
確
信
」
と
「
実
践
的
要
求
」
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
成
瀬
の
実
践
倫
理
講
話
の
内
容
と
そ
れ
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ほ
ど
遠
い
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

『
善
の
研
究
』
は
、
西
田
幾
多
郎
の
第
四
高
等
学
校
（
金
沢
）

時
代
の
講
義
が
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
講
義
録
が
冊

子
と
な
り
最
初
に
学
生
に
頒
た
れ
た
の
は
一
九
〇
六
年
ご
ろ
で
あ

っ
た
と
い
う）

5
（

。

西
田
は
金
沢
の
地
で
一
〇
代
後
半
の
男
子
エ
リ
ー
ト
学
生
に
向

っ
て
、
他
方
成
瀬
は
東
京
の
地
で
同
じ
く
一
〇
代
後
半
の
女
子
エ

リ
ー
ト
学
生
に
向
っ
て
、
ま
さ
に
同
じ
時
期
に
、
彼
ら
の
生
き
方

の
確
信
を
示
す
実
践
的
倫
理
の
あ
り
方
を
、
同
様
の
視
点
か
ら
語

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
萬
有
の
真
相
は
唯
だ
一
言
に
し
て
悉
す
、
曰
く
「
不
可
解
」」

と
の
言
葉
を
残
し
て
一
高
生
・
藤
村
操
が
華
厳
の
滝
か
ら
身
を
投

げ
た
の
は
一
九
〇
三
年
、
当
時
、
青
年
の
心
の
問
題
は
、
解
決
す

べ
き
時
代
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
の
国
家

目
的
が
一
応
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
青
年
の

心
の
空
洞
化
の
問
題
、
小
説
『
こ
ゝ
ろ
』
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な

く
、
夏
目
漱
石
も
ま
た
青
年
の
心
の
問
題
を
主
要
な
テ
ー
マ
に
し

た
作
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
人
が
同
様
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
惹
か

れ
た
の
は
、
そ
れ
を
求
め
る
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

連
続
講
話
・
宗
教
問
題

一
九
〇
五
年
度
の
実
践
倫
理
講
話
は
、
〇
六
年
三
月
、
卒
業
を

間
近
に
ひ
か
え
た
三
年
生
と
二
年
生
と
の
合
同
授
業
と
し
て
行
わ

れ
た
宗
教
問
題
に
関
す
る
三
回
に
わ
た
る
連
続
講
話
で
終
わ
る
。

こ
の
連
続
講
話
は
「
精
神
的
生
命
」
と
題
し
て
同
年
の
桜
楓
会
会

報
『
花
紅
葉
』
第
三
号
に
掲
載
さ
れ
、『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第

二
巻
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。

成
瀬
は
三
月
二
六
日
の
一
回
目
の
講
話
の
冒
頭
で
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
る
。

私
ガ
宗
教
問
題
ヲ
始
メ
マ
シ
テ
多
ク
ノ
疑
問
ガ
未
ダ
ア
ナ
タ

方
ノ
心
ニ
残
ッ
テ
居
ル
デ
ア
ロ
ー
ト
思
フ
。
ソ
ー
云
フ
深
イ
疑

問
ヲ
起
サ
セ
テ
置
イ
テ
、
段
々
基
礎
ノ
上
ニ
考
ヘ
ヲ
築
イ
テ
イ

テ
遂
ニ
ア
ナ
タ
方
ノ
難
問
題
ニ
答
ヘ
ガ
出
来
ル
ヨ
ー
ニ
シ
テ
、

夫
レ
カ
ラ
後
ニ
宗
教
ノ
生
命
ノ
ア
ル
所
ニ
達
ス
ル
ツ
モ
リ
デ
ア

リ
マ
ス
。
然
ル
ニ
時
ガ
足
ラ
ヌ
為
ニ
最
早
三
年
生
ト
オ
別
レ
ス

ル
ヨ
ー
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
。
已
ム
ヲ
得
ズ
今
日
ト
明
日
ト
ノ
間
ニ

宗
教
ノ
其
ノ
生
命
ノ
ア
ル
所
ニ
説
キ
及
ボ
シ
テ
、
願
ハ
ク
ハ
永

久
変
ラ
ナ
イ
否
始
終
進
歩
シ
テ
行
ク
所
ノ
命
ヲ
皆
サ
ン
ガ
オ
得

ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
切
望
ス
ル
ノ
デ
ス
。（
中
略
）
私
ハ
暗
示
ヲ
与

ヘ
マ
ス
。
夫
レ
ヲ
受
ケ
テ
働
ク
モ
ノ
ハ
ア
ナ
タ
方
デ
ア
ル
。
到

底
一
カ
ラ
百
迄
説
ク
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
。
殊
ニ
私
ガ
立
テ
タ
順

序
ヲ
追
フ
テ
進
ム
コ
ト
ガ
出
来
マ
セ
ヌ
カ
ラ
、
此
僅
カ
ノ
時
ニ

其
考
ヘ
ヲ
現
ハ
ス
コ
ト
ガ
困
難
デ
ア
ル
。
故
ニ
到
底
私
ガ
最
初
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希
望
シ
テ
居
ッ
タ
所
迄
進
ム
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ト
考
ヘ
マ
ス
。

ケ
レ
ド
モ
将
来
進
ン
デ
オ
行
キ
ニ
ナ
ル
方
角
丈
ケ
ハ
ワ
カ
ル
デ

ア
ロ
ー
。

成
瀬
は
、
翌
二
七
日
の
講
話
の
冒
頭
で
も
、「
処
ガ
其
最
モ
深

イ
所
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
中
々
之
ヲ
詞
ニ
ハ
言
ヒ
現
ハ
シ
ニ
ク
イ
ノ
デ

ス
。
マ
シ
テ
僅
カ
ナ
ル
時
間
ニ
余
リ
順
序
ニ
従
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
シ

テ
説
キ
マ
ス
カ
ラ
、
私
自
ラ
感
ジ
テ
居
ル
所
、
自
分
ノ
目
ニ
見
エ

テ
居
ル
所
ノ
モ
ノ
ヲ
丁
度
皆
サ
ン
ニ
現
ハ
ス
コ
ト
ガ
出
来
ル
カ
否

ヤ
ハ
心
配
デ
ア
ル
。」
と
い
っ
た
、
や
ゝ
弁
解
が
ま
し
い
断
り
を

繰
り
返
し
て
い
る
。

た
し
か
に
成
瀬
の
言
う
と
お
り
、
こ
の
連
続
講
話
の
内
容
は
分

か
り
に
く
い
。
こ
れ
は
、
成
瀬
が
言
う
よ
う
に
、
時
間
が
足
り
な

い
の
で
十
分
説
明
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
理
由
だ
け
で
は
な
く
、

じ
つ
は
成
瀬
自
身
の
認
識
が
、
こ
の
段
階
で
は
十
分
深
ま
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

成
瀬
仁
蔵
は
、
自
ら
得
た
確
信
を
、
そ
れ
を
得
た
者
の
高
み
か

ら
学
生
に
説
き
聞
か
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
自
身
が
、
当
時

の
先
端
的
な
学
問
を
学
び
、
そ
れ
を
学
生
に
説
く
中
で
自
ら
の
確

信
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

彼
が
実
践
倫
理
を
説
き
な
が
ら
、
自
ら
の
確
信
を
ど
の
よ
う
に

し
て
得
た
か
、
彼
が
後
年
「
信
念
徹
底
」
と
言
う
と
き
の
成
瀬
に

と
っ
て
の
「
信
念
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
成
瀬
仁
蔵
の
実
践
倫

理
講
話
は
、
成
瀬
自
身
の
「
信
念
」
探
求
の
道
程
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
著
作
集
』
に
整
理
さ
れ
た
論
稿
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

生
の
声
か
ら
彼
の
思
想
の
実
像
に
迫
る
作
業
は
、
い
ま
だ
我
々
の

前
に
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
教
育
学
科
教
授　

か
た
ぎ
り　

よ
し
お
）

《
注
》

（
1
） 

仁
科
節
編
纂
『
成
瀬
先
生
伝
』（
桜
楓
会
出
版
部
、
一
九
二
八

年
）
三
〇
六
頁
。

（
2
） 

成
瀬
仁
蔵
と
社
会
学
的
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
山
本
鎮
雄

氏
の
「
成
瀬
仁
蔵
の
社
会
学
的
世
界
―
受
容
と
実
践
―
」（『
日

本
女
子
大
学
紀
要
・
文
学
部
』
一
九
八
九
年
）
な
ど
の
研
究
が

あ
る
。

（
3
） 

影
山
礼
子
『
成
瀬
仁
蔵
の
教
育
思
想
』（
風
間
書
房
、
一
九
九

四
年
）。
大
森
秀
子
『
多
元
的
宗
教
教
育
の
成
立
過
程
』（
東
信

堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
4
） 

伊
藤
邦
武
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元
的
宇
宙
論
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
5
） 
下
村
寅
太
郎
「
解
題
」（『
善
の
研
究
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九

年
改
版
）。
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始
め
の
御
方
に
は
、
今
日
三
年
生
か
ら
全
体
に
発
表
な
さ
っ
た

計
画
が
余
り
に
複
雑
で
あ
り
ま
し
て
、
其
の
関
係
が
一
寸
お
わ
か

り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
。
又
わ
か
る
に
致
し
て
も
、
其
の
必
要

な
る
こ
と
又
夫
れ
を
銘
々
で
充
実
し
て
行
く
方
法
等
に
つ
い
て
、

或
は
疑
問
が
あ
る
か
も
わ
か
ら
ぬ
。
も
し
時
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
ー
云
ふ
点
に
つ
い
て
腹
蔵
な
く
お
聞
き
に
な
っ
て
、
其
の
疑
問

に
お
答
へ
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
ー
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
、

今
日
は
時
が
な
い
か
ら
其
の
疑
問
に
答
へ
る
と
云
ふ
こ
と
を
省
き

未
発
表
資
料
29

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
資
料
を
順
次
発
表
す
る
。
今
回
は
講
話
二
編
で
あ
る
。

式
日
、
始
業
式
、
終
業
式
な
ど
行
事
の
折
の
、
ま
た
実
践
倫
理
の
成
瀬
校
長
の
講
話
を
、
丹
念
に
記
録

し
た
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
カ
ー
ボ
ン
を
は
さ
ん
で
浄
書
さ
れ
、
各
々
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ

た
ノ
ー
ト
に
は
、
成
瀬
自
身
に
よ
る
訂
正
、
加
筆
の
跡
が
残
る
。
な
お
、

一
、
表
記
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
書
き
の
原
文
筆
記
を
平
仮
名
表
記
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字

を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
字
を
統
一
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。

一
、
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
註
を
、
一
部
見
出
し
と
し
た
。

成
瀬
仁
蔵
講
話　

1四
十
二
年
度
計
画
発
表
会　

―
明
治
四
十
二
年
四
月
十
八
日
―
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ま
す
る
が
、
そ
ー
云
ふ
こ
と
に
つ
い
て
発
表
し
た
六
回
生
の
係
や

ら
、
い
ろ
い
ろ
の
出
版
物
な
ど
を
お
読
み
に
な
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
ー
と
思
ひ
ま
す
。

本
校
の
真
相
を
知
れ

初
め
に
は
何
を
見
て
も
聞
い
て
も
、
凡
て
物
新
ら
し
い
か
ら
随

分
興
味
も
あ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
始
め
に
於
て
充
分
本
校

の
真
相
を
わ
か
る
よ
ー
に
な
さ
る
こ
と
も
、
あ
な
た
方
の
為
に
大

切
で
あ
ろ
ー
と
思
ふ
。

夫
れ
で
細
か
い
こ
と
に
批
評
を
加
へ
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

之
れ
は
追
々
と
申
す
こ
と
に
致
し
て
、
今
日
は
只
、
全
体
が
力
を

入
れ
て
実
行
し
よ
ー
と
云
ふ
、
校
風
を
発
達
さ
せ
よ
ー
と
云
ふ
計

画
に
つ
き
ま
し
て
、
一
言
、
皆
さ
ん
に
考
へ
が
起
る
よ
ー
に
申
し

て
お
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

校
風

本
校
が
教
育
の
目
的
を
全
う
す
る
為
め
に
、
校
風
に
重
き
を
お

い
た
の
で
あ
る
。
校
風
或
は
学
風
を
健
全
に
育
て
ゝ
行
く
と
云
ふ

こ
と
に
最
も
力
を
用
ひ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
本
校
の
歴
史
に
充
分

に
現
れ
て
居
る
処
で
あ
る
。

本
校
が
始
め
て
開
設
せ
ら
れ
て
第
一
学
年
を
開
く
に
当
り
ま
し

て
、
つ
ま
り
開
校
式
の
翌
日
か
其
の
翌
日
で
あ
っ
た
か
と
思
ふ
、

大
学
部
第
一
回
生
並
に
附
属
高
等
女
学
校
一
同
を
只
今
の
裁
縫
室

に
よ
せ
ま
し
て
、
私
が
一
番
最
初
に
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
校
風

を
作
ら
ん
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
何
故

に
校
風
を
作
る
こ
と
が
教
育
に
一
番
大
切
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を

我
々
が
感
じ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
第
一
、
私
が
本
校
を
創
立
す

る
時
に
大
切
な
条
件
と
し
て
又
大
切
な
経
験
と
し
て
数
へ
た
こ
と

は
、
其
の
前
に
二
、
三
の
学
校
を
経
営
致
し
て
、
其
の
時
に
自
分

が
得
ま
し
た
処
の
経
験
か
ら
考
へ
た
処
の
一
つ
の
理
想
で
あ
り
ま

す
。
夫
れ
が
即
ち
此
の
校
風
を
作
る
こ
と
と
寄
宿
舎
を
家
族
制
度

に
す
る
と
云
ふ
よ
ー
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ー
一
つ
の
理
由
は
、

先
年
海
外
を
視
察
致
し
ま
し
て
、
欧
米
の
教
育
が
実
に
校
風
に
由

っ
て
出
来
て
居
る
、
校
風
と
云
ふ
も
の
が
如
何
に
大
切
な
関
係
を

持
っ
て
居
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
見
出
だ
し
ま
し
て
、
斯
く
の
如
き

理
由
に
由
り
ま
し
て
校
風
の
大
切
な
る
こ
と
を
深
く
感
じ
て
居
っ

て
、
此
の
学
校
を
興
す
当
初
か
ら
其
処
に
大
に
力
を
注
い
だ
の
で

あ
る
。
之
れ
は
以
前
に
は
繰
り
返
し
て
全
校
に
お
話
を
し
た
こ
と

で
あ
る
が
、
多
分
只
今
の
三
年
生
頃
か
ら
は
、
も
ー
説
き
明
か
す

必
要
が
な
い
よ
ー
に
考
へ
ま
し
て
、
余
り
其
の
必
要
を
お
話
し
致

さ
な
か
っ
た
様
に
思
ふ
。
故
に
其
の
校
風
が
如
何
に
大
切
な
も
の

で
あ
る
か
、
又
其
の
校
風
を
育
て
る
に
は
今
年
発
表
な
さ
っ
た
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よ
ー
な
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
、
充
分
わ
か
っ
て
戴

き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
新
に
お
入
り
に
な
っ
た
方
々
は
、
余
り

校
風
と
云
ふ
詞
で
も
お
聞
き
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ー
。
又
生
徒
が

自
動
的
に
働
い
て
行
く
と
云
ふ
経
験
は
お
持
ち
に
な
ら
な
い
こ
と

と
察
し
ま
す
が
、
本
校
に
お
入
り
に
な
っ
て
斯
く
の
如
き
詞
を
聞

い
て
、
又
そ
ー
云
ふ
生
活
を
し
よ
ー
と
す
る
と
き
に
、
不
思
議
な

る
又
珍
ら
し
い
と
云
ふ
よ
ー
な
感
じ
が
必
ず
起
る
で
あ
ろ
ー
と
考

へ
る
。
併
し
其
の
校
風
が
如
何
に
実
力
養
成
の
為
め
に
又
修
養
の

為
め
に
、
又
今
後
の
国
民
教
育
の
為
め
に
、
国
家
発
展
の
上
に
如

何
に
必
要
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
も
、
余
り
気
付
か
な
い
で
お
い

で
に
な
る
か
と
思
ひ
ま
す
。

其
処
で
其
の
辺
に
つ
い
て
深
く
考
へ
、
又
之
れ
を
問
題
と
し
て

皆
さ
ん
が
始
め
に
お
い
て
研
究
な
さ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

過
日
、
一
言
、
三
年
生
に
は
話
し
た
と
思
ふ
が
、
校
風
と
云
ふ

こ
と
、
之
れ
は
英
語
で
言
ふ
と
、
イ
ン
ナ
ー
ラ
イ
フ
と
言
ひ
ま
す
。

即
ち
内
面
的
の
生
命
と
で
も
訳
し
ま
せ
う
か
。
此
の
イ
ン
ナ
ー
ラ

イ
フ
と
云
ふ
字
は
誠
に
よ
い
字
で
あ
り
ま
す
。
此
の
大
学
の
イ
ン

ナ
ー
ラ
イ
フ
、
社
会
国
家
の
イ
ン
ナ
ー
ラ
イ
フ
又
は
家
庭
の
即
ち

風
、
そ
こ
で
家
に
は
家
風
と
云
ふ
の
が
あ
り
、
国
に
は
国
風
と
云

ふ
も
の
が
あ
り
、
郷
党
に
は
其
の
郷
党
の
風
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。

こ
こ
で
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
て
、
あ
な
た
は
何
県
の
お
方
で
あ

る
か
と
云
ふ
こ
と
を
聞
か
な
い
で
も
、
暫
く
御
交
際
を
し
て
居
る

と
、
此
の
お
方
は
何
県
の
お
方
で
あ
ろ
ー
と
云
ふ
こ
と
が
略
ぼ
察

せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。

其
の
国
風
或
は
校
風
と
云
ふ
も
の
は
何
所
に
現
は
れ
て
居
る
か

と
云
ふ
と
、
や
は
り
銘
々
の
感
情
、
習
慣
、
銘
々
の
行
ひ
、
銘
々

の
品
性
、
銘
々
の
人
格
と
云
ふ
も
の
に
現
は
る
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
我
々
の
確
信
、
主
義
或
は
本
心
、
各
々
の
趣
味
、
傾
向
と
云

ふ
よ
ー
な
も
の
も
皆
関
係
し
て
、
纏
ま
ふ
て
居
る
人
格
と
云
ふ
も

の
に
皆
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
、
我
々
の
人

格
、
我
々
の
信
仰
、
我
々
の
傾
き
と
云
ふ
も
の
は
、
其
の
家
風
、

国
風
と
云
ふ
も
の
が
拵
へ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
己
れ
の
性
質
、

己
れ
の
知
識
、
己
れ
の
信
仰
、
己
れ
の
主
義
と
云
ふ
も
の
は
、
自

分
の
力
で
拵
へ
た
も
の
ゝ
様
に
思
ふ
が
、
無
論
或
る
意
味
で
言
へ

ば
そ
ー
で
あ
る
が
、
も
一
つ
深
い
関
係
か
ら
言
へ
ば
、
そ
ー
云
ふ

風
と
云
ふ
も
の
、
社
会
国
家
の
中
に
生
き
て
居
る
イ
ン
ナ
ー
ラ
イ

フ
、
其
の
風
と
云
ふ
も
の
が
集
っ
て
拵
へ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

故
に
我
々
が
今
後
立
派
な
る
人
に
な
る
に
は
、
学
校
に
居
る
時
は

其
の
校
風
に
よ
り
、
家
庭
に
入
れ
ば
其
の
家
風
と
云
ふ
も
の
か
ら

影
響
を
被
る
と
云
ふ
こ
と
は
免
れ
ら
れ
な
い
。
又
我
々
が
教
育
を

受
く
る
の
は
斯
く
の
如
き
感
化
を
受
け
、
又
及
ぼ
す
と
云
ふ
こ
と

に
あ
る
。
つ
ま
り
品
性
を
修
養
す
る
こ
と
と
、
校
風
を
充
実
す
る

と
云
ふ
こ
と
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
又
我
々
の
人
格
と
云
ふ
も

の
と
校
風
又
は
国
風
と
云
ふ
も
の
は
必
ず
互
に
相
一
致
し
、
相
関
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係
す
る
所
が
あ
り
ま
す
。
故
に
我
々
に
一
旦
出
来
た
所
の
品
格
と

云
ふ
も
の
は
容
易
に
変
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
夫

れ
と
同
じ
よ
ー
に
、
我
々
に
出
来
た
所
の
僻
と
云
ふ
も
の
も
、

中
々
改
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
命
を
抛
つ
と
云
ふ

決
心
が
出
来
な
け
れ
ば
、
中
々
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
一
旦
出
来
上
っ
た
校
風
と
云
ふ
も
の
は
容
易
に
之

れ
を
破
壊
し
、
之
れ
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

夫
れ
と
同
じ
よ
ー
に
、
一
旦
拵
へ
た
悪
傾
向
と
云
ふ
も
の
は
容
易

に
か
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

然
る
に
国
民
を
生
み
出
し
た
る
所
の
母
親
で
あ
る
、
国
風
の
淵

源
で
あ
る
所
の
我
が
国
の
学
校
は
、
如
何
な
る
校
風
を
養
ひ
来
っ

た
の
で
あ
る
か
。
其
の
長
所
は
何
れ
に
あ
る
か
、
又
短
所
は
何
れ

に
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
頃
、
現
文
部

大
臣
の
高
等
師
範
に
於
て
演
説
せ
ら
れ
た
祝
辞
の
中
の
御
報
告
に

よ
り
ま
す
る
と
、
驚
く
べ
き
事
実
が
あ
り
ま
す
。
夫
れ
は
我
が
国

教
育
界
に
於
て
、
学
校
騒
動
と
云
ふ
も
の
が
五
年
の
間
に
五
十
幾

度
行
は
れ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
独
り
男
子
の
学
校
に
於

け
る
の
み
な
ら
ず
、
女
学
校
に
お
い
て
す
ら
も
、
尚
ほ
学
校
騒
動

と
云
ふ
も
の
を
我
々
は
耳
に
す
る
の
で
あ
る
。
之
れ
は
何
を
現
は

し
て
居
る
か
。
学
校
騒
動
と
云
ふ
も
の
は
学
生
が
先
生
に
向
っ
て

攻
撃
を
す
る
の
で
あ
る
。
甚
し
き
に
至
っ
て
は
我
が
師
を
暗
殺
せ

ん
と
迄
す
る
の
で
あ
る
。
又
は
学
生
間
に
於
て
党
を
結
び
派
を
作

っ
て
、
途
中
に
待
ち
伏
せ
を
し
て
居
っ
て
な
ぐ
る
と
云
ふ
様
な
こ

と
も
あ
る
。
誠
に
殺
風
景
な
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
之
れ
だ
け

外
部
に
向
っ
て
火
の
手
が
あ
が
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
内
部
は

ど
ー
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
互
に
競
争
し
て
己
れ
の
地
位
を
高
め

よ
ー
、
利
益
を
充
分
に
し
よ
ー
、
そ
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
嫉
妬

心
、
忿
怒
心
と
云
ふ
も
の
を
貯
へ
る
の
で
あ
る
。
此
の
師
弟
の
関

係
、
親
子
の
関
係
を
以
っ
て
一
家
族
の
生
活
を
営
ま
ん
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
学
校
、
国
民
の
母
た
る
学
校
に
於
て
斯
く
の
如
く
で
あ

る
か
ら
、
其
の
国
風
は
必
ず
之
れ
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
云

ふ
こ
と
は
、
察
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
斯
く
の
如
き

醜
態
が
今
日
暴
露
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
一
旦
斯
く
の
如

き
傾
向
に
傾
く
や
、
如
何
な
る
政
治
家
も
、
如
何
な
る
教
育
家
も
、

如
何
な
る
宗
教
家
も
之
れ
を
挽
回
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
容

易
な
る
こ
と
で
は
之
れ
を
矯
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

之
れ
は
暗
黒
面
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
教
育
界
に
斯
く
の

如
き
弊
風
を
生
じ
、
其
の
生
み
出
し
た
る
国
民
が
斯
く
の
如
き
醜

態
を
演
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
見
て
、
我
は
悲
し
ま
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
之
れ
を
救
ふ
に
は
到
底
そ
の
根
本
を
改
め

ん
け
れ
ば
外
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
民
の
本
は
家
庭
に
あ
り
、

家
庭
の
本
は
女
子
に
あ
る
。
女
子
の
本
は
女
学
校
に
あ
る
の
で
あ

る
。
其
女
学
校
を
健
全
に
す
る
の
は
校
風
を
養
ふ
に
あ
る
。
我
々

国
家
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
個
人
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
此
の
校
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風
を
健
全
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り

ま
す
。

夫
れ
で
私
は
只
今
、
殊
に
教
育
部
に
御
注
意
を
致
し
た
い
。
殊

に
私
は
我
国
家
の
教
育
改
善
に
力
を
尽
し
た
い
と
思
ふ
の
は
、
到

底
我
国
家
は
斯
く
の
如
き
教
育
に
依
っ
て
維
持
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
、
ど
ー
し
て
も
其
の
根
本
か
ら
改
め
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信

ず
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
今
年
皆
さ
ん
が
校
風
充
実
と
云
ふ
こ
と

に
骨
を
お
折
り
に
な
る
の
も
、
茲
に
気
づ
か
れ
て
で
あ
り
ま
せ
う
。

何
故
に
我
国
の
学
風
は
衰
ろ
へ
た
か
、
何
故
に
我
国
の
教
育
の

結
果
は
不
充
分
で
あ
る
か
、
何
故
に
其
の
力
は
薄
弱
で
あ
る
か
、

何
故
に
其
の
教
育
の
神
聖
は
汚
さ
れ
た
か
、
其
の
原
因
は
何
処
に

あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
だ
け
は
、
充
分
に
皆
さ
ん
が
御
気
づ
き
に
な

る
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
る
か
、
茲
に
論
ず
る

時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
只
私
は
其
の
要
点
だ
け
を
申
し
て
お
き
ま

す
。
之
れ
に
就
い
て
一
言
申
す
な
ら
ば
、
第
一
の
原
因
は
今
日
の

教
育
が
校
風
に
重
き
を
お
く
事
に
気
づ
か
な
い
。
如
何
に
之
れ
が

大
切
な
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
、
未
だ
我
国
民
は
充
分
に
自

覚
し
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
、
教
育
の
本
の
本
で
あ
る

帝
国
大
学
、
其
の
他
の
大
学
、
高
等
教
育
府
に
於
て
は
、
本
校
に

感
じ
て
居
る
様
に
、
全
体
を
統
一
す
る
精
神
を
養
ふ
と
か
、
そ
ー

云
ふ
機
関
を
設
け
る
と
か
云
ふ
こ
と
を
欠
い
て
居
る
。
其
の
機
関

の
一
つ
と
し
て
、
斯
く
の
如
き
講
堂
紀
念
式
と
か
祭
日
と
か
云
ふ

時
に
於
て
、
精
神
的
生
命
を
発
す
る
た
め
に
、
大
き
な
る
ホ
ー
ル

な
り
チ
ャ
ペ
ル
な
り
を
興
し
て
、
全
体
の
生
命
を
育
て
る
と
云
ふ

こ
と
が
行
は
れ
な
い
。
其
の
形
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
な
い
の

で
あ
る
。
内
容
は
皆
無
で
あ
る
。
其
の
必
要
も
感
じ
な
い
。
教
授

の
方
で
も
心
づ
か
な
い
の
み
な
ら
ず
、
又
、
学
生
の
方
で
も
一
向

構
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
偉
大
な
る
精
神
を
養
ひ
、
全

校
を
統
一
す
る
と
云
ふ
よ
ー
な
働
き
は
取
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一

言
で
言
へ
ば
、
我
国
の
教
育
で
は
此
の
校
風
の
大
切
な
こ
と
を
認

め
な
い
。
又
斯
く
の
如
き
生
活
を
営
ま
な
い
。
又
も
少
し
平
た
い

詞
で
言
ふ
な
ら
ば
、
社
会
性
を
養
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
の
た
め

に
奉
仕
す
る
と
云
ふ
よ
ー
な
精
神
を
養
は
な
い
。
只
我
学
問
、
我

名
誉
と
云
ふ
こ
と
の
み
に
汲
々
と
し
て
居
る
。

学
校
騒
動
の
大
原
因

之
れ
が
学
校
騒
動
の
大
原
因
で
あ
る
。
之
れ
が
社
会
的
事
業
の

挙
が
ら
な
い
所
以
で
あ
り
ま
す
。
夫
れ
を
気
づ
か
な
い
と
云
ふ
こ

と
が
、
遂
に
斯
く
の
如
き
国
風
の
起
っ
て
来
た
所
の
原
因
で
あ
る

と
言
は
ん
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
は
、
我
国
の
教
育
は
如
何
に
致
し
て
も
只
知
と
云
ふ
一

方
に
傾
い
て
居
る
。
其
の
知
と
云
ふ
も
の
も
試
験
に
及
第
す
る
為

の
間
に
合
せ
の
知
識
で
あ
っ
て
、
本
物
に
な
ら
な
い
。
即
ち
我
国
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の
教
育
は
品
性
修
養
、
人
格
養
成
と
云
ふ
こ
と
を
欠
い
で
居
る
。

大
学
教
育
を
受
け
る
模
範
的
国
民
、
国
家
の
指
導
者
た
る
国
民
も
、

只
職
人
で
あ
る
。
其
の
土
台
に
必
ず
高
尚
な
る
人
格
を
備
へ
ん
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
模
範
的
国
民
た
る
品
性
を
備
へ
ん
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
其
の
他
師
範
学
校
に
於
て
も
、
そ
ー
で
あ
る
。
真
に
感
化
を

及
ぼ
さ
ん
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
員
す
ら
も
、
其
の
品
性
を
養
は
な

い
。
之
れ
が
師
範
学
校
か
ら
出
た
教
員
の
世
間
か
ら
賤
し
ま
れ
る

本
で
あ
る
。
ど
ー
し
て
も
模
範
的
国
民
を
養
ふ
に
は
、
賢
母
良
妻

を
作
る
に
は
、
此
の
人
格
を
養
ふ
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。

此
の
人
格
を
養
ふ
に
は
、
修
養
に
発
展
、
努
力
に
骨
を
折
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。

第
三
に
は
、
今
日
の
学
問
が
只
家
の
中
に
止
ま
り
、
只
書
物
の

上
に
働
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
到
底
今
日
の
教
育
、
今
後
の
国
民

教
育
に
は
、
そ
ー
云
ふ
偏
頗
な
教
育
に
依
っ
て
目
的
を
達
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
之
れ
は
矢
張
、
試
験
制
度
と
云
ふ
よ
ー
な
こ
と
、

其
の
学
問
の
目
的
の
違
っ
て
居
る
所
か
ら
来
て
居
る
の
で
あ
る
。

本
校
が
自
治
機
関
を
設
け
一
見
複
雑
な
よ
ー
で
あ
る
が
、
実
は

之
れ
が
今
日
の
教
育
に
最
も
大
切
な
も
の
で
あ
っ
て
、
知
識
を
か

た
ら
し
む
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
其
の
知
識
が
真
に
命
と
な
り
、

活
動
と
な
る
た
め
に
お
か
れ
て
あ
る
。
学
問
が
嫌
ひ
に
な
り
、
学

校
な
り
校
長
な
り
に
反
抗
し
て
見
た
く
な
る
、
之
れ
も
我
国
の
弊

で
あ
る
。

然
る
に
今
日
は
学
生
を
機
械
的
に
扱
は
ふ
こ
と
と
し
て
居
る
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
ー
云
ふ
根
本
を
改
良

す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
到
底
我
が
国
民
を
今
後
本
当
に
必
要
な
る
国

民
と
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

私
は
、
本
校
が
校
風
を
養
ふ
と
云
ふ
こ
と
に
骨
を
折
る
の
は

ど
ー
云
ふ
訳
で
大
切
で
あ
る
か
、
今
日
の
学
生
が
間
に
合
は
な
い

と
云
ふ
批
評
は
何
故
に
起
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
、
お
解
り
に
な
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
ー
と
思
ふ
。
故
に
ど
ー
か
今
年
は
其
の
根
本

か
ら
お
養
ひ
に
な
る
よ
ー
に
。
殊
に
紀
念
式
と
云
ふ
よ
ー
な
時
は
、

本
校
の
歴
史
を
思
ひ
起
し
て
全
体
に
紹
介
す
る
に
誠
に
よ
い
時
で
、

こ
ー
云
ふ
時
に
於
て
、
其
の
校
風
を
益
々
健
全
に
発
達
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
ー
と
考
へ
ま
す
。
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問
題

水
曜
日
中
に
纏
め
て
出
だ
す
べ
き
問
題

⑴
姓
名
、
生
地
、
現
住
所
。

⑵
本
校
に
入
学
す
る
迄
の
境
遇
、
郷
里
、
家
庭
及
び
学
校
。

⑶
自
己
の
性
質
、
習
慣
、
健
康
に
付
き
て
。

⑷
本
大
学
へ
入
学
せ
し
志
、
及
び
其
の
動
機
。

⑸
入
学
後
の
経
験
、
即
ち
感
想
と
か
又
は
新
に
発
見
し
た

る
事
。
或
は
新
し
き
考
へ
起
り
て
、
ど
ー
云
ふ
風
に
決

心
し
た
と
云
ふ
様
な
事
。

⑹
今
考
へ
て
居
る
所
の
問
題
。（
之
は
入
学
前
よ
り
本
校
の

評
判
な
ど
聞
き
居
り
て
、
今
猶
其
の
真
偽
に
苦
み
居
る

事
等
）

御
銘
々
の
委
し
い
事
は
書
い
て
お
出
し
下
さ
る
事
と
し
て
、
私

は
猶
講
義
を
始
め
る
前
に
、
全
体
の
傾
向
を
知
り
た
い
と
思
ひ
ま

す
。高

等
教
育
を
受
け
て
、
如
何
な
る
人
に
な
ら
ん
と
す
る
か
。
即

ち
今
最
も
要
求
す
る
も
の
は
何
か
。

各
自
の
本
校
に
入
学
せ
し
目
的

⑴
人
と
な
る
為
め
。

⑵
力
あ
る
人
と
な
る
為
め
。

⑶
意
志
の
自
由
。

⑷
女
徳
を
発
揮
す
る
事
。

⑸
立
派
な
る
人
格
を
養
ふ
事

―
学
識
あ
る
人
と
な
る
為
め
。

⑹
自
動
の
能
力
を
得
る
為
め
。

⑺
精
神
的
生
命
を
得
る
為
め
。

⑻
感
化
力
あ
る
婦
人
と
な
る
事
。

皆
さ
ん
が
今
詞
に
表
さ
れ
た
所
は
相
異
っ
て
居
る
が
、
併
し
大

成
瀬
仁
蔵
講
話　

2

第
一
学
年
に
て　

―
明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
四
日
―
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学
に
進
ん
で
お
入
り
に
な
っ
た
所
の
根
本
の
精
神
は
一
つ
に
帰
す

る
の
で
あ
る
。
そ
ー
し
て
本
校
の
主
義
、
精
神
の
あ
る
所
を
よ
く

弁
へ
て
、
や
は
り
銘
々
深
い
考
へ
を
持
っ
て
お
入
り
に
な
っ
た
事

は
、
是
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
方
の

お
考
へ
が
間
違
っ
て
居
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
人
と

な
る
、
と
云
ふ
中
に
は
凡
て
の
事
が
含
ま
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

力
と
云
ふ
事
の
中
に
も
其
の
他
の
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
入
る
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
且
つ
は
、
皆
根
本
の
力
を
養
は
う
、
ほ
ん
と
の

人
た
る
品
性
を
発
現
し
よ
ー
、
と
云
ふ
事
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
夫
れ
で
大
抵
わ
か
っ
て
居
り
ま
す
が
、
今
度
は
其
の
目
的
を

達
す
る
に
は
方
法
と
云
ふ
も
の
が
入
る
。
夫
れ
は
如
何
に
す
れ
ば

よ
い
か
と
云
ふ
事
に
な
る
。
そ
こ
で
、
も
ー
少
し
之
を
解
剖
し
て

具
体
的
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
茲
に
婦
人
の
美
徳
と
か
女
徳
と
か
云

ふ
も
の
が
あ
る
。
故
に
之
を
益
々
発
揮
し
て
、
失
は
ぬ
よ
ー
に
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、
古
来
我
が
国
の
婦
人
に
あ
る
所
の
弱
点

と
云
ふ
も
の
も
あ
る
。
夫
れ
は
ど
ー
し
て
も
教
育
に
よ
っ
て
改
善

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
古
来
我
国
女
性
の
痼
疾
と
な
っ
て

居
る
所
の
弱
点
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
ー
か
。
そ
れ
の
わ
か
っ
て
居

る
人
は
答
へ
て
御
覧
。

我
国
婦
人
の
欠
点

⑴
依
頼
心
。

⑵
夫
を
助
け
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。

⑶
心
が
狭
い
。

⑷
社
会
性
が
発
達
し
て
居
ら
ぬ
事
。

そ
ー
云
ふ
様
な
事
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
一
体
我
国
の
婦
人
は

弱
い
方
が
沢
山
あ
る
よ
ー
で
す
な
。
身
体
が
弱
い
と
云
ふ
事
も
あ

る
が
、
多
く
の
病
気
は
頭
か
ら
出
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
方
は
今

勢
よ
く
上
へ
上
へ
と
進
ん
で
行
き
よ
る
が
、
何
所
迄
上
っ
て
行
か

る
る
で
あ
ろ
ー
か
。
男
と
女
と
の
主
な
る
違
ひ
は
、
男
は
何
時
迄

も
夫
れ
が
下
ら
な
い
。
女
は
四
十
五
位
に
な
る
と
、
も
ー
凡
て
の

力
が
と
ま
っ
て
段
々
下
っ
て
来
る
と
言
ふ
。
之
は
今
研
究
中
で
あ

り
ま
す
が
、
女
は
一
般
に
早
く
衰
へ
る
。
其
所
か
ら
先
づ
身
体
が

弱
っ
て
来
て
、
其
の
結
果
は
煩
悶
病
に
な
る
。
こ
ー
云
ふ
事
を
今

の
詞
で
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
言
ふ
が
、
昔
は
貝
原
先
生
な
ど
は
五

病
と
称
へ
、
儒
教
の
方
で
も
東
洋
に
て
は
、
女
と
小
人
と
並
べ
て

言
ふ
。
そ
ー
し
て
東
洋
の
宗
教
で
あ
る
所
の
仏
教
の
方
で
も
、
女

は
甚
だ
宣
し
く
な
い
も
の
と
な
っ
て
居
る
。
そ
ー
云
ふ
よ
ー
な
事

凡
て
を
さ
し
て
、
弱
い
と
言
ふ
。
又
意
志
の
自
由
と
云
ふ
事
を
仰

っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
共
の
身
体
の
強
い
時
は
自
由
が
あ
る
が
、

病
気
に
な
る
と
す
っ
く
り
自
由
を
失
ふ
の
で
あ
る
。
夫
れ
と
同
じ
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よ
ー
に
、
婦
人
の
弱
い
所
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
欠
点
が
あ
る
。
そ
ー

云
ふ
欠
点
か
ら
し
て
家
庭
が
治
ま
ら
な
か
っ
た
り
、
夫
婦
の
間
が

睦
ま
じ
く
行
か
な
か
っ
た
り
、
其
の
結
果
、
子
孫
迄
も
不
幸
な
ら

し
む
る
と
云
ふ
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
之
は
ど
ー
し
て
も
将
来
我

国
家
の
為
め
に
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
あ
な
た
方
が
力
と
か
、

意
志
の
自
由
と
か
、
女
徳
の
発
揮
と
か
云
ふ
事
を
お
重
じ
な
さ
る

の
は
、
皆
此
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
其
の
根
本
に
つ
い

て
は
如
何
な
る
方
法
を
と
る
事
が
一
番
大
切
で
あ
ろ
ー
か
。
之
が
、

あ
な
た
方
の
業
を
始
む
る
に
当
っ
て
最
も
大
切
な
問
題
で
あ
る
。

心
意
状
態

先
づ
身
体
の
方
は
お
き
ま
し
て
、
心
の
方
を
分
け
る
と
、
知
情

意
の
三
つ
と
な
り
ま
す
。
此
の
知
情
意
と
云
ふ
も
の
は
別
々
に
分

解
す
る
事
は
出
来
ぬ
け
れ
ど
も
、
頭
で
考
へ
る
、
学
問
を
す
る
、

知
識
と
云
ふ
よ
ー
な
事
を
主
に
す
る
時
は
、
知
と
言
ひ
ま
す
。
又

想
像
し
た
り
美
を
感
じ
た
り
す
る
事
は
之
を
情
と
言
ひ
、
物
を
す

る
と
か
奮
闘
す
る
と
か
云
ふ
時
に
は
意
と
申
し
ま
す
。

そ
こ
で
先
づ
此
の
知
情
意
と
云
ふ
う
ち
で
、
我
国
御
婦
人
は
知

と
云
ふ
も
の
は
長
所
で
あ
ろ
ー
か
、
欠
点
で
あ
ろ
ー
か
。
欠
点
で

あ
る
と
思
ふ
も
の
は
…
…
…
多
数
。

情
は
…
…
…
短
所
。
意
は
…
…
…
短
所
。

併
し
又
、
情
を
わ
け
て
感
情
、
情
緒
及
び
情
操
と
言
ひ
ま
す
。

感
情
は
極
低
い
所
の
も
の
で
、
誰
に
も
あ
る
。
動
物
に
で
も
あ
る

所
の
も
の
で
あ
る
。
情
緒
と
言
へ
ば
、
も
ー
少
し
高
尚
な
も
の
で
、

他
愛
と
か
親
に
孝
行
す
る
と
か
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
夫
れ
か
ら
今

度
は
も
っ
と
一
般
的
に
な
っ
て
、
真
理
を
愛
す
る
と
か
、
美
術
を

愛
す
る
と
か
云
ふ
事
に
な
る
と
、
之
を
情
操
と
言
ひ
ま
す
。
そ
ー

云
ふ
風
に
我
々
の
情
と
云
ふ
も
の
に
も
階
段
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

其
の
低
い
情
に
支
配
せ
ら
る
ゝ
人
を
感
情
の
人
と
言
ひ
、
高
尚
な

情
に
導
か
る
る
人
を
情
神
の
人
と
言
ひ
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ど
ー
お

思
ひ
で
す
か
。
婦
人
は
此
の
三
つ
の
中
の
い
づ
れ
に
長
じ
て
居
り

ま
す
か
。

・
感
情
の
人

そ
ー
す
る
と
、
我
が
国
婦
人
の
欠
点
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
は
何

で
あ
ろ
ー
か
。
其
の
欠
点
を
補
ふ
て
、
一
層
完
全
な
る
徳
を
発
揮

す
る
に
は
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
ー
か
。
昔
は
知
と
思
っ
た

の
で
あ
る
が
、
今
日
の
判
断
に
於
て
は
、
意
に
欠
け
て
居
る
と
云

ふ
事
に
な
り
ま
し
た
。
何
が
出
来
て
居
な
い
か
と
言
ふ
と
、
意
が

出
来
て
な
い
の
で
あ
る
。
夫
れ
で
今
日
は
先
き
程
仰
っ
た
精
神
的

生
命
、
之
も
昔
は
情
と
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
意
で
あ

る
の
で
す
。
昔
は
学
問
と
云
ふ
こ
と
は
知
で
あ
る
と
思
っ
て
居
た

け
れ
ど
も
、
今
日
は
や
は
り
意
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
っ
た
。

ど
ー
し
て
も
我
々
は
先
づ
意
力
を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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詞
を
か
へ
て
言
へ
ば
、
人
間
の
土
台
は
英
語
で
言
ふW

ill

意

志
で
あ
る
。
そ
こ
で
教
育
の
目
的
は
善
意
を
養
ふ
、
即
ち
善
い
意

志
を
養
成
す
る
と
云
ふ
事
に
あ
る
。
力
を
発
揮
す
る
と
云
ふ
の
は

意
志
を
作
る
、
意
力
を
発
現
す
る
と
云
ふ
事
に
な
る
。
殊
に
御
婦

人
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
な
り
、
愚
痴
に
な
り
、
狭
く
な
る
の
は
、
我

国
婦
人
の
意
志
が
薄
弱
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
昔
は
学
問
を
す
る
と
言
へ
ば
、
博
識
に
な
る
、
唯
物

を
博
く
覚
え
て
居
っ
て
、
夫
れ
を
口
に
答
へ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
ー
云
ふ
も
の
は
生
き
た
字
引
き
で
あ
る
。
書
物
で
あ

る
。
所
謂
、
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
で
あ
る
。
今
日
の
学
問
の

目
的
は
意
力
を
養
ふ
事
。
即
ち
物
の
出
来
る
人
、
熱
烈
な
る
信
仰

あ
る
人
、
真
の
意
力
と
な
る
事
が
、
即
ち
人
格
の
あ
る
永
久
的
の

命
と
な
る
の
で
あ
る
。
此
の
意
力
を
養
は
ね
ば
、
ほ
ん
と
ー
の
立

派
な
る
知
識
、
立
派
な
る
感
情
と
も
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

之
が
文
学
を
す
る
人
も
、
科
学
を
す
る
人
も
、
凡
て
学
問
を
す
る

者
の
一
般
的
の
目
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

次
に
、
之
を
養
ふ
に
は
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
か
と
云
ふ
其
の
方
法

を
説
く
に
つ
い
て
は
、
生
理
の
事
か
ら
、
心
理
の
事
か
ら
、
及
び

宇
宙
の
目
的
か
ら
、
広
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
は
、
其

の
道
に
従
へ
ば
確
に
之
が
真
理
で
あ
る
と
云
ふ
事
の
解
釈
が
得
ら

る
る
事
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
ー
に
我
々
の
生
命
と
も
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
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ており、その子どもたちも共に教育を受けている。異なる宗教を信奉する人
びとを兄弟愛と平和への等しい熱意のうちにまとめあげる努力がなされ、そ
れが「帰一」運動の提唱に至ったのである。いまやこの協会は他の国々にも
広がり、宗教問題のみならず経済、政治、産業といったあらゆる問題につい
ても検討事項に含めるようになっている。

成瀬先生はアメリカでの両方の目的の遂行のために、男子カレッジと女子
カレッジを併せて、ニューイングランドと中西部の諸大学をすでに訪問した。
残りの滞在期間中にニューヨークとフィラデルフィアおよびその近辺で教育
問題を研究する意向である。成瀬先生の訪問の結果として、日本女子大学の
女子学生が当地の女子大学のいくつかでさらに進んだ研究ができるように、
奨学制度ができるかもしれない。「何だかんだ申しても、アメリカの方々がお
考えになっている以上に、両者は似ておりますし、そして常にずっと、ます
ます似てきているのです、アメリカの女子学生と日本の女子学生は。」と、成
瀬先生は言った。

翻訳：川端　康雄／佐久間　妙美（成瀬記念館）

（1） 正確を期するならば「日本女子大学の学長」ではなく「日本女子大学校の校

長」とすべきだが、英語原文が“President of Japan Women’s University”なので

こうしておく。「訳者改題」に記した原則を参照。

（2） 成瀬 17 歳、すなわち 1875 年にスミス・カレッジ、ウェルズリー・カレッジが

開学。英国ケンブリッジ大学の女子カレッジとしてのニューナム・カレッジの

設立は 1871 年だが、その中心施設となるニューナム・ホールのオープンは
1875 年だった。

（3） 「もうひとつの学校」とは、新潟女学校のことと思われるが、その開校年は
1887 年だった。

（4） 「1900 年 4 月」に開校とあるが、もちろん「1901 年 4 月」の誤りである。
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ことができるでしょう。」
女子大学には、家政学部、英文学部、教育学部、文学部の4つの学部があ

る。要求される一定の学問的要件はすべての課程で共通している。その基準
はアメリカの女子学生であれば「かなり厳しい」と言うくらいのものである。
大学生活は、学生寮があり、クラブがあり、運動があり、「自己研鑚」の組織
があり、多くの意味でアメリカの大学と非常に似ている。日本女子大学のパ
ンフレットを見ると、成瀬学長が日本とアメリカの女子学生が似ているとい
う印象を受けたと述べた真意がわかる。

日本には女性参政権の運動家がいない

日本には女性参政権運動がない。成瀬先生はアメリカにいるときは女性参
政権論者だが、日本では違う。
「日本では女性参政権運動はありませんし、参政権にあまり関心がありませ

ん。まだ機が熟していません。いわゆる「女性の諸権利」に物静かで遠慮深
く、また控えめで小さな日本の女子のためのいわゆる「女性の諸権利」をい
ませきたてるのは大きな間違いでしょう。少なくとも何らかの政治的な意味
で、男性に伍して世界のなかでひとつの役割を担うにはまだ適していません。
女性たちは―つい最近まで―何世紀もの間、隔離されてきたのです。

アメリカ人女性の場合は話が違います。機敏で、現代的で、すでに思索と
産業に関わる世界に進出しており、すでに男性の仲間であり、国の政治的な
活動のなかに自分の地位を占めることが十分にできます。すでに能力があっ
て、進歩的で「解放」されているアメリカ人女性に対して参政権を否定する
ことは私には馬鹿げたことに見えます。そのような運動を、アメリカにおい
てはいま私が支持しているように、いつか日本の場合も支持することになる
でしょう。しかし、まだ早いです。」

成瀬先生がこの秋にこの国を訪れたのは、ひとつにはアメリカの諸大学に
ついてさらなる調査を行ってこの19年間にそれらの大学がどのような進歩を
遂げたかを見るためであり、もうひとつには、「帰一協会」の国際的な活動を
促進するためである。この組織は国際的な友愛と寛容を通して普遍的な平和
を希求する運動体であり、成瀬先生が数ヶ月前に日本で立ち上げたものであ
る。この協会は、日本で宗教が多岐にわたっている問題に何とか取り組んで
それを解決しなければならないという、日本人の認識から発展したのだった。

キリスト教、仏教、神道の信者たちが日本では共に暮らしたり働いたりし
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性を単なる道具や機械とみなし、家事労働や種の繁殖のためだけの定めとみ
なす風潮は広くあり、そのような見方に対して、女性を人として、自分自身
の抱負を持つ人として教育することによって、闘う必要があると私たちは感
じています。しかし私たちは、家庭生活は女性の主要な領域であることを強
調し、健全に、かつ幅広く、女性を家庭生活になじませることを目指してい
ます。彼女の家庭における立場は道具でも飾り物でもなく、国民精神の積極
的な参加者としてであります。私たちは極端な保守と極端な革新のどちらも
避けることを目指します。私たちは卒業生たちに、束縛を受けない自由行為
者として、彼女たち自身の人生における特別な使命を理解してもらいたいの
です。過去において、女性たちは自分自身の人格の価値をわかっていません
でした。飾り物のように扱われるのをよしとしてきました。私たちはいわゆ
る女性の権利を求めて働いているのではなく、女性が自身の価値と責任を意
識してもらうために活動しているのです。コスモポリタニズムを説いて聞か
せようとしているのではなく、真に人道的な精神を広めることを追求してい
るのです。

私たちの卒業生の大多数は結婚します。約10パーセントが国内各地のさま
ざまな高等〔女〕学校の教師になります。さらに10パーセントが執筆活動に
携わります。正看護婦になる者も非常に多くいます。多くはありませんが、
医学校に行って医者になるのも若干名います。日本に女医はわずかしかおら
ず、女性弁護士はおりません。女性の職業や仕事は、もちろん、アメリカの
ように多岐にわたって開かれてはいません。それでも年を経るごとに進歩が
見られるのです。

そしてわが学生たちは以前にもましてアメリカの女子学生に似てきていま
す。学問に対する同じ熱意を持ち、大いなる抱負を持っています。そしてま
た、まさにアメリカの女子と同様に運動にも興味を持っています。バスケッ
トボールやホッケー、テニスをはじめ、あなたがたのあらゆるスポーツをし
ますし、また同じく日本の競技もします。学ぶ教科もアメリカの女子と同じ
ようなものです―数学、物理、化学、植物学、動物学、鉱物学、倫理学、
心理学、歴史、美術史、教育学、英文学、衛生学といった教科です。加えて、
裁縫、園芸、哲学、中国文学、そしてまた日本文学、家政学、そして―ア
メリカ人には全く奇妙に見えるでしょうが―なんと礼法の科目があります。
おわかりのように、日本の礼法はとても複雑なので他の科目とともに本当に
学んでいかなければならないのです。ですから、大学を見学されると、学生
が、例えばカリキュラムの一環として、凝った茶会に参加している姿を見る
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校として知られるこの学校は、キリスト教の学校である。日本女子大学は宗
教色がない。ブリンマー・カレッジが創立された1883年、成瀬先生は日本に
もう一つの女学校を開いた

（3）

。女性が教育を受けることは女性の人生における
本当の役割にとってそぐわない、という古臭い批判に日本の「ヨーロッパ化」
への反動が結晶化されていた21年前の当時、彼は女子大学を創設する道を懸
命に模索していた。

いわゆる「日本主義」と呼ばれた、当時盛んであった動きは女子教育に反
対の立場をとっていたが、成瀬先生の若い心に影響を与えた。彼はこの愛国
心というものが単に古い「国家主義」の堅持に拠って奉仕されるべきものだ
とは信じていなかったが、日本の女性のための教育は日本独自の教育でなけ
ればならず、たとえ最良のものであっても外国の教育制度を過度に模倣する
ものであってはならない、と考えるようになったのである。そこで成瀬先生
は、自分自身の国の女性の生活環境と、何が必要とされるかを、それまで以
上につぶさに研究し、そしてアメリカに渡り、この地で最も進歩を遂げてい
る場所に赴いて、教育の研究に打ち込んだのだった。

1896年に、日本の女性たちの高等教育が必要であると信じる日本の思想的
指導者たちは、日本での女子大学の創設を検討する会合を持った。成瀬先生
と女子大学の支持者たちは4年間、寄附を募って全国を回った。1900年 4月
に女子大学が開校した

（4）

。それは日本の女性に革命をもたらしたのである。そ
してそれに反対する議論は、奇妙なまでに私たちの耳にも聞き慣れたもので
ある。

女子大などに行かせたら、女たちは高慢なうぬぼれ屋になるだろう、と日
本の男たちは言ったのである。日本古来の女性らしい優雅さと柔らかな物腰
を失ってしまうだろう。家庭生活や家事、子どもの養育、それに結婚さえ避
けるようになり、独立した自由な暮らしを求めるようになるだろう。そして
どういう訳だかわからないが、健康を害し、母親としてふさわしくない状態
になるだろう、と言うのである。
「これらの批判はひとつずつ論破されました。アメリカやイギリスでも論破

されてきましたが、ちょうどそれと同じことです。」と成瀬先生は述べた。

女性を人として教育する

「私たちの目的は、いままでもそしてこれからもずっと、女性を人として、
女性として、そしてコミュニティの一員として教育することにあります。女
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った。「これが健やかな物の見方を助長するのです。これによって女子は、一
面的な女らしさに陥ることを回避できるのです。これが彼女に全人格的な成
長の機会を与えるのです。大学の女性は多方面で有能な女性です。私は彼女
の人生に対する態度と教育の恩恵を要約するのに「健全」以上の言葉を思い
つきません。大学で学ぶことによって婚期が遅れるということ、女性らしさ
を磨くのが数年遅くなるという事実そのものが、体の健康をいっそう助長す
るものであるように私には見えます。

アメリカの女性は常にきわめて自由でありました。教育はアメリカ人女性
の解放をいっそう助長することに寄与したのに過ぎません。しかし日本では
女子大学こそが、女性の隔絶された状態をまるごと打ち壊したのです。」

日本の女性高等教育の確立の物語は成瀬先生が17歳の少年だった頃の経験
にさかのぼる。その年はスミス・カレッジとウェルズリー・カレッジがこの
国に設立され、ニューナム・ホールがイギリスのケンブリッジ大学の附属施
設としてオープンした年で、日本ではちょうど革命の困難を乗り越えたとこ
ろであった

（2）

。まだほんの少年だった成瀬仁蔵を、日本の女性が置かれた無知
と隷属の最悪の状態に突如として結びつけるある出来事が起こり、それを契
機として彼は、日本の女性の教育のために尽力しようという決心を即刻した
のだった。

女子無能論に対する闘い

事を為すまでに何年もが過ぎた。しかし成瀬仁蔵が成人し、フィリプス・
アンドーヴァー神学校と
ウースターのクラーク大学
で教育を受けたとき、彼が
女子無能論と呼んだものを
なくすためにひとつの教育
制度を打ち立てようと闘い
を始め、それを勝ち取った
のである。

女性教育のための成瀬先
生の最初の仕事は大阪に女
学校を創立したとき〔1878
年〕に始まった。梅花女学 学寮
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難を受けることがあります。いまや私は甘やかされているとは思いません。
また、利己的だとも思いません。むしろ、個人主義者であり、まだ自身の個
性の十全な発展にむけて闘っている―なお闘い続けなければならないので
あっても―その最中なのです。この闘いにおいて彼女は容赦ないかもしれ
ません。しかし私はそれを利己主義だとは思いません。ごく自然なことだと
思います。日本女性の自制の力はすばらしいものであると個人的には思いま
すし、その力を失ってほしくはありません。また私は、その幾分かをアメリ
カ人女性に吹き込みたいと思っていることを認めなくてはなりません。しか
し、私はアメリカ人女性を利己的だとも甘やかされているとも思いません。
彼女は単に鋭敏で積極的なだけです。

アメリカでの教育の進歩を勉強するために戻ってきて私が特に強い印象を
受けたことが2つあります。ひとつは女性のためのテクニカル・スクールの
発展で、もうひとつは共学の問題とその解決方法です。

私が以前にいた頃には、共学はまったく問題にはされていませんでした。
まさに等閑に附されていたのです。ここ数年の間にアメリカでは真の問題と
なったのであり、人びとに選択させることによってこれを見事に解決しまし
た。私は無制限な共学というものは信じませんし、無制限な分離というのも
信じません。実情を状況と個々の要求に合わせて対応するやり方がよいと信
じます。そしてまさにそれこそがアメリカのできることなのです。アメリカ
にはバッサーのような女子だけのカレッジがありますし、オバーリンのよう
な正式な共学のカレッジもあります。またハーバード大学のような連携方式
のカレッジがあり、そこでは女子学生がおなじコースを取り、おなじ講師に
ついているものの、男子学生と完全に一緒に教育を受けているというわけで
はありません。これらすべてがすばらしいものです。

テクニカル・スクールの発展は私にはとても興味深いものです。いまでも
ありますが、前回こちらに参ったとき、〔職業教育ではない人文系の〕女子ア
カデミック・カレッジがありました。しかし今回の訪問で、別種の教育機関
が2つあるのがわかりました―ピッツバーグのカーネギー工科大学を例と
するような、「女性の仕事」の技術を教える、技術に特化した女子校と、ボス
トンのシモンズ・カレッジのような技術全般を扱う大学です。私はこれら2
つが女子高等教育の最も興味深い発展形だと思います。」

成瀬先生の高等教育への訴えは、ほとんどすべて健全さというものを基盤
にしている―それは身体と、知性と、精神の健全さである。
「大学の雰囲気は健全な雰囲気で、大学の影響は健全な影響です」と彼は言
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でに落ち着いています。そしてまさにこのことを私は、活発なアメリカ人女
性に教えたいのです。」
「アメリカ人女性は、前回私がアメリカに滞在していたときから大きな変化

を遂げました。」と、成瀬先生は続けた。「前回私がお会いした大学の女学生
は比較的少なく、家庭的なタイプと学問的なタイプは分化される傾向がずっ
と高いものでした。当時は、アメリカ人女性の人柄に私がそれほど感銘を受
けることはありませんでした。この19年間で彼女たちはめざましい進歩を遂
げたのだと思います。

それにまた、前回の訪米以降、女性の生活における教育の真の結果を見る
ことができるようになりました。アメリカに戻ってきて、アメリカ人女性の
教育と解放がいかに健康的な生活に役立っているかがわかりました。大学教
育は女性の家庭での「キャリア」の妨げになるだろうという主張が常々なさ
れてきましたが、アメリカに戻ってアメリカ人女性に再会すると、その主張
がいかに無益な謬見であるかということがわかります。」

教養ある女性の価値

「教養のある知性高き女性は、よりよき妻であり母であり、より上手に家事
を切り盛りする人であります。主婦であれば、聡明な主婦です。彼女は夫の
よき友であり仲間であって、慰み物や女中ではありません。自身の人格を持
ち、自身の家庭をより幸福なものとし、より賢く導いています。アメリカに
戻ってみて、そのようになったことを感じました。日本では、このような変
化が起こるほど長くは女
子教育がまだ行われてい
ません。」
「アメリカ人女性はしば

しば利己的だと言われま
す。」と成瀬先生は続けた。

「確かに、彼女は概して、
東洋の女性のような、みず
から進んで自己犠牲の行
為をすることはできませ
ん。アメリカ人女性は、時
に甘やかされていると非 附属高等女学校生物実験室
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す。」

アメリカ人女性は
積極的過ぎる

「アメリカ人女性がいささ
か積極的過ぎると申し上げる
のは、女性らしくないという
意味ではありません。まった
く逆で、きわめて女性的です。
それはアメリカの女性が進歩
的であることの一部をなして
います。積極的だからこそ女
性が女性らしさを少しも失わずに参政権獲得のために闘うことができるのだ
ということ―アメリカの女性こそがそれをイギリスの女性に示したのであ
り、アメリカ人女性の女性らしさはそれによって立証されています。しかし、
そうは申しても、彼女はその進歩において積極的過ぎるのです。何と申しま
すか、押しが強すぎるのです。落ち着きが足りません。平穏さに欠けていま
す。彼女はいささか―」と成瀬先生は意味深長な仕草をし、それからふさ
わしい形容辞を見つけ出してこう言った。「あまりにも―せわしない感じが
するのです。」
「知性の面では研ぎ澄まされていて、道徳面ではきわめて健全で、十分に目

覚めていて、興味深く、魅力的ですが、それでもアメリカ人女性は落ち着き
を必要としています。ですから、また、彼女は日本人から自己犠牲というも
のを学ぶことができると私は思います。アメリカ人女性は自己を犠牲にする
タイプではないのですからね。

日本で私は、アメリカ人女性をお手本として掲げております。彼女の機敏
さ、知性、独立独行の気性、その視野の広さについて私は話しております。
これらはすばらしい特徴です。日本の女子にぜひ身につけてもらいたいと願
うことです。

とはいえ、私は日本の若い女性をアメリカ人女性のお手本として掲げられ
たらよいと願ってもおります。と申しますのは、日本の女子は、教育を求め
る熱意のすべてのなかで、教育を求めて闘わなければならなかった過去12年
間のなかで、もはや闘う必要のなくなった今日に至るまで、落ち着き、平静
さを、冷静な姿勢を失ったことがなかったからです。彼女は常に、完璧なま

日本女子大学の物理実験室
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19年ぶりにアメリカに戻ってきた。彼が今日アメリカの状況を見て、他の何
にもまして思いを強くしたのは、日本において女性が長足の進歩を遂げたと
いうことであったと言う。

成瀬先生は言う。「結局、日本の若い女性がいかにアメリカの女性に似てい
るかをご覧になったら、驚かれることでしょう。東京に女子大学が開かれて
から12年になります。当時、日本全国でもまだ16の高等女学校しかありま
せんでした。いまでは200校を超えています。女子大学にはバッサー・カレ
ッジやブリンマー・カレッジと同じ年齢の学生たちが1,100人います。彼女
たちがバスケットボールをしている光景は見物ですよ。」

東京の女子大学が率直にお手本にしたのは、アメリカのどれかひとつの大
学ではなく、アメリカの教育制度全般であった。そして、成瀬先生は、日本
の女性を見くびるわけでも、また過大評価するつもりでもないが、彼が日本
の女性教育を力説し始めたときに念頭にあったのは、アメリカの女性とその
生き方であったことを、同じように率直に認めている。

彼は言う。「アメリカの女性はユニークだと思います。世界で最も進歩的で
積極的な女性であると申せば、アメリカ人女性に対する私の見方を要約した
ことになるかと思います―この見方は、私が以前にここで生活したときに
観察したことと、この1ヶ月間アメリカで見てきたことに基づいて得られた
ものなのですが。

アメリカの女子大学は世界の女子高等教育の規範です。もちろん、どの国
にも著名な学者はいますが、アメリカの平均的な若い女性は疑いもなく世界
の若い女性の中で最高の教育を受けているのです。彼女たちの視野はより広
く、その人生はより自由でありかつ分別があります。機敏で、自身の個人的
な生活の外で起きていることに関心を持っています。性格的には生き生きと
しているように思います。徹底して進歩的で、世界の女性をリードしていま

日本女子大学鳥瞰図

成瀬_資料紹介.indd   60 11/07/06   16:39



―61―
（12）

訳

日本の女性たちはアメリカの姉妹のようになりつつある

東京にある日本女子大学の成瀬仁蔵学長
（1）

は、アメリカの女性
たちは世界のなかで最も教養高く知的であるが、日本人女性か
ら落ち着きと物静かさを学ぶことができる、と述べている。

「19年前にアメリカに来たとき、私が最
も強い印象を受けたのは、日本人女性と
アメリカ人女性に甚だしい相違があると
いうことでした。いま印象的なのは、両
者が大変似ているということです。」

東京にある日本女子大学の創立者であ
り学長である成瀬仁蔵先生は、しばらく
沈黙したあと、謎かけをするように微笑
んだ。
「アメリカ人女性は世界の中で最も教養

が高く知的です」と彼は言った。「そして
また最も進歩的で押しが強い女性です。し
かし、姉妹である日本の女性から物腰の
柔らかさや落ち着きのいくばくかを学び
とることが出来るのではないかと思います。私たちが称讃してやまないアメ
リカ人の見事な教育を、日本において私たちの女子にも与えようと努めてい
るところです。しかし私は、アメリカの女子も東洋から学ぶことが出来るの
ではないかとしばしば思うのです。」

成瀬先生は、女性のための「高等教育」を日本に初めてもたらした人である。
日本において―おそらくは東洋において誰よりも―東洋の女性の教育

と解放のために尽力されている。教育と自由に関して言えば、今日の日本人
女性が4半世紀前の日本人女性よりもアメリカ人女性のほうに似かよってき
ているというのは、成瀬先生のお蔭である。日本で初めての女子大学設立は
成瀬先生にとって幾年にもわたる闘いを意味し、日本の若い女性たちにとっ
てはそれは、事実上、革命に等しいものである。

成瀬先生はいまこの国を訪問中である。アメリカで教育を受け、アメリカ
の諸々の機関をよく知り、アメリカの多数の学者とも親交のあるこの人物が、

日本女子大学学長　成瀬仁蔵先生、東京
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est little Japanese girl at present would be a great mistake. She is not yet fitted to 

take a part in the world along with men, in any political sense at least. She has be-

hind her―too close behind her―so many centuries of seclusion.
“For the American woman it is different; she is alert, up-to-date, already out in 

the world of thought and industry, already the companion of man and entirely able 

to take her place in the political life of the nation. It seems to me that to deny suf-

frage to the already capable, progressive, and ‘emancipated’ American woman is a 

foolish thing. Some time in Japan I shall favor, as I now favor in America, such a 

movement. But not yet.”
Dr. Naruse has come to this country this Fall partly to make a further study of 

American colleges and their progress in the past nineteen years, and partly to for-

ward the international work of the Concordia Association. This organization is the 

movement for universal peace through international friendship and tolerance that 

Dr. Naruse first set on foot in Japan several months ago. The association grew first 

from the Japanese realization that the problems of the varying religions in Japan 

must somehow be met and solved.
Followers of the Christian, Buddhist, and Shinto faiths live and work side by 

side in Japan, their sons and daughters educated together. It was the effort to bring 

together the peoples of the different religions in an equal zest for brotherliness and 

peace that suggested the Concordia movement. Now the association is spreading to 

other nations, and is including the consideration of all economic, political, industri-

al, as well as religious problems.
In the pursuance of both his aims in America Dr. Naruse has already visited the 

colleges, both for men and women, of New England and the Middle West. During 

the remainder of his stay here he will study the problem of education in and about 

New York and Philadelphia. It is possible that as a result of Dr. Naruse’s visit 

scholarships may be established by which girls from the Japan Women’s University 

may take advanced work at some of the women’s colleges here.
“After all, they are more alike than you in America realize, and they are getting 

more alike all the time,” said Dr. Naruse, “the girls of America and the girls of Ja-

pan.”
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tarian spirit.
“The great majority of our graduates marry. About 10 per cent become teachers 

in the various high schools of the country. Ten per cent more write. A great many 

become trained nurses. Some few―not many―go to medical schools and become 

doctors. We have a few woman doctors in Japan, no woman lawyers. The profes-

sions and occupations for women are, of course, not open to anything like the ex-

tent that they are in America. And yet every year we see a progress.
“And our students become more like yours. They have the same zest for learn-

ing, and they have great aspirations. Then, too, they are just as interested in athlet-

ics as are American girls. They play basketball, field hockey, tennis, all your sports, 
as well as the Japanese games. They study much the same things as you girls do―
mathematics, physics, chemistry, botany, zoology, mineralogy, ethics, psychology, 
history, history of art, pedagogics, English, hygiene. And in addition they have 

courses in sewing, horticulture, philosophy, Chinese as well as Japanese literature, 
domestic science, and―what will no doubt seem strange to an American―eti-

quette! You see, the Japanese etiquette is such an elaborate thing that we really 

must study it along with our other courses. And so if you go to the college you will 

see the students going through with, for instance, the ornate tea ceremony as a part 

of their curriculum.”
There are four departments in the university―domestic science, English litera-

ture, pedagogics, and literature. Certain academic requirements are common to all 

courses. The standard is what an American college girl would call “pretty stiff.” 

The life of the college, with its student boarding houses, its clubs, its athletics, its 

“self-training” organizations, is in many ways very like a college of our own. 
Looking over the catalogue of the Japan Women’s University one realizes what the 

President means when he says that he is impressed with the similarity between 

Japanese and America girls.

No Suffragists in Japan.

There is no woman suffrage movement in Japan. Dr. Naruse is a suffragist when 

he is in America, but he is not a suffragist in Japan.
“In Japan we have no suffrage movement, nor any interest in suffrage. We are 

not ready for it yet. To urge so-called ‘women’s rights’ for the quiet, retiring, mod-
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of Japan must be Japanese education, not modeled too closely upon even the best 

of foreign systems. So Dr. Naruse made a closer study than he had yet done of the 

living conditions and the needs of the women of his own country, and then he went 

to America to study education in the country where it had made the greatest prog-

ress.
In 1896 the leaders of Japanese thought who believed in the higher education of 

the Japanese women held a meeting to consider the establishment of a university 

for women in Japan. For four years Dr. Naruse and the other advocates of college 

education for women went all over the country soliciting funds. In April, 1900, the 

university was opened. It has revolutionized the women of Japan. And the argu-

ments that were urged against it sound strangely familiar in our ears.
It would make women proud and conceited, the Japanese men said; it would 

cause them to lose the refinement and mild demeanor characteristic of Japanese 

womanhood; it would lead them to eschew home life, housework, child nurture, 
and even marriage, and to seek an independent and free life; and in some mysteri-

ous way it would injure their health and unfit them for motherhood.
“These criticisms have been met and answered one by one,” said Dr. Naruse, 

“just as they have been met and answered in America and England.

Educated Women Human.

“Our aim was, and always will be, to educate women as human beings, as wom-

en, and as members of the community. There is always a widespread tendency to 

regard woman merely as a tool or machine, destined solely for service at home and 

for the propagation of the race; we feel the need of combating that view, in educat-

ing women as human beings with aspirations of their own. But we emphasize 

home life as a woman’s chief sphere, and we aim, sanely and broadly, to fit her for 

it. Her place in the home is not as a tool or ornament, but as an active partaker in 

the national spirit. We aim to avoid both conservative and radical extremes. We 

want our graduates understand their own special mission in life, as free agents. In 

the past women have not realized the worth of their own personalities. They have 

been willing to be treated as ornaments. We are not working for any so-called 

woman’s rights, but for woman’s consciousness of her worth and responsibilities. 
And we do not seek to inculcate cosmopolitanism, but to forward a really humani-

成瀬_資料紹介.indd   64 11/07/06   16:39



―65―
（8）

The college woman is an all-around woman. I know of no better word than ‘healthy’ 

to sum up her attitude toward life and the benefits of her education. The very fact 

that her college course puts off marriage and the cares of womanhood for several 

years makes, it seems to me, for better physical health.
“In America your women have always been quite free; education has but helped 

along their greater emancipation. But in Japan it is the entire seclusion of women 

that has gone down before the woman’s college.”
The story of the establishment of higher education for women in Japan goes 

back to an experience of Dr. Naruse when he was a boy of seventeen. It was the 

year in which Smith and Wellesley Colleges were founded in this country, and 

Newnham Hall opened as an adjunct to Cambridge University in England; Japan 

was just getting over the revolution. An incident that brought Jinzo Naruse, only a 

boy then, into sudden contact with all that was worst in the ignorance and enslave-

ment of the women of Japan aroused in him the quick determination to do some-

thing for women’s education.

Fight Against Woman’s Inefficiency.

It was years before anything could be done. But when Jinzo Naruse was a man, 
and educated at Phillips Andover and at Clark University at Worcester, he began 

and won his fight for a system of education to do away with what he had begun to 

call women’s inefficiency.
Dr. Naruse’s first work for women’s education began when he founded a school 

for girls in Osaka. The school, known as the Baikajogakko Institution, is a Chris-

tian school. The Women’s University is non-sectarian. In 1883, the year in which 

Bryn Mawr College was founded, Dr. Naruse opened another school for girls in Ja-

pan, and was eagerly preparing the way for the establishment of a college when the 

reaction of twenty-one years ago against the “Europeanization” of Japan crystal-

lized the old-fashioned criticism against education for women in declaring that it 

made them unfit for their real function in life.
However active the so-called “Nippon Shugi” movement was in the opposition 

against women’s education, it had its influence upon young Dr. Naruse’s mind. He 

did not believe that patriotism was to be served merely by keeping hold of the old 

“national principles,” but he did come to understand that education for the women 
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she is not, as a rule, so capable of spontaneous self-sacrifice as is the woman of the 

Orient. The American woman is sometimes accused of being spoiled. Now, I do 

not think that she is spoiled, and I do not think that she is selfish. Rather, I think 

that she is an individualist, struggling still―even she has yet to struggle―for the 

full development of her individuality. In this struggle she may be relentless. But I 

do not call that selfishness, and I think it is perfectly natural. I personally think that 

the Japanese girl’s power of renunciation is a fine thing, and I do not want to see 

her lose it; I must admit, too, that I’d like to infuse some of it into the American 

girl. But I certainly do not consider the American woman selfish or spoiled. She is 

merely alert and aggressive.
“Two things impress me particularly as I come back to study the progress of ed-

ucation in America. One is the growth of technical schools for women and the oth-

er is the problem of co-education and the way it is being solved.
“When I was here the last time co-education was not a problem at all. It was 

simply ignored. In the past years it has grown to be a real problem with you, and 

you are solving it admirably in letting people take a choice. I don’t believe in un-

limited co-education, and I don’t believe in unlimited segregation. I believe in suit-

ing the case to the circumstances and individual demands, and that is just what, in 

America, you are able to do. You have your colleges for women only, like Vassar; 
you have your regular co-educational colleges like Oberlin, and you have your co-
operative colleges like Harvard, where the girl students have the same courses and 

the same lecturers, yet are not educated altogether with the boys. And excellent 

things all these are.
“The development of the technical school is very interesting to me. When I was 

here before you had your academic woman’s college, as you still do. But now I 

find two other kinds of institutions―the very technical woman’s school, to teach 

the technique of ‘woman’s work,’ such as is exemplified in the Carnegie Institute 

in Pittsburgh, and the general technical college, like Simmons College in Boston. I 
find these both most interesting developments of the higher education of women.”

Dr. Naruse’s plea for the “higher education” is founded almost entirely upon 

health―physical, mental, and spiritual health.
“The atmosphere of a college is a healthy atmosphere,” he said, “and the influ-

ence of a college is a healthy influence. It makes for a sane viewpoint. It gets a girl 

away from a one-sided femininity. It gives her whole nature a chance to develop. 
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Keenly alive intellectually, thoroughly healthy morally, wide-awake, interesting, 
charming, the American woman still needs poise. Then, too, she could learn, I 
think, self-sacrifice from the Japanese. The American woman is not a self-sacrific-

ing type.
“In Japan I hold up the American woman as a model; I speak of her alertness, 

her intelligence, her self-reliance, her breadth of view. These are fine things. They 

are things that I wish the girl of Japan to acquire.
“But I wish I could hold up the young woman of Japan as a model to the Ameri-

can, too. For in all her zeal for an education, in all these past twelve years when she 

had to fight for an education, down to this present day when she need fight no lon-

ger, the Japanese girl has never lost her repose, her quiet, self-possessed bearing; 
she is always perfectly poised. And that is what I should like to teach to your stren-

uous American girls.
“The American woman has changed a great deal since I was in America last,” 

Dr. Naruse went on. “Then I met comparatively few college women, and the do-

mestic and academic types were more apt to be differentiated. I was not at that 

time so struck with the personality of the American woman. I think she has ad-

vanced a good deal in the past nineteen years.
“Also since I was here before it has become possible to see the real results of ed-

ucation on the lives of women. I can see, coming back to America, how the educa-

tion and emancipation of the American woman are making for a healthier life. The 

argument that college education will stand in the way of a woman’s domestic ‘ca-

reer’ has always been urged; as I return to America and meet your American wom-

en again I see how futile and wrong that argument is.

Value of an Educated Woman.

“The educated, intelligent woman is the better wife and mother, the better home-

maker. She is an intelligent housekeeper if she keeps house. She is a friend and 

companion to her husband and not a plaything or a domestic servant. She has an 

individuality of her own, and so she makes her home happier and directs it more 

wisely. Coming back to America, I can see that these things have happened. We 

have not had education long enough to see them happen in Japan.
“The American woman is often called selfish,” Dr. Naruse went on. “Certainly 
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en are like yours. It is twelve years since the Women’s University at Tokio was 

opened. At that time there were only sixteen high schools for girls in all Japan. 
Now there are more than 200. There are about 1,100 students in the Women’s Uni-

versity, about the same age as your students at Vassar and Bryn Mawr. And you 

should see them play basket ball!”
The Women’s University in Tokio was frankly modeled, not on any one Ameri-

can college, but on the general system of education in America; and Dr. Naruse ad-

mits as frankly that although he had no desire on the one hand to underrate or on 

the other hand to make over his fellow-countrywomen, he had the American girl 

and her manner of living in his mind when he began to urge the education of the 

women of Japan.
“The woman of America is, I think, unique,” he said. “When I say that she is the 

most progressive and the most aggressive woman on earth I think I sum up my idea 

of her―an idea that, by the way, is founded on the observation of my life here 

years ago and of what I have seen in this past month in America.
“The American college for women is the standard of higher education for wom-

en all over the world. There are, of course, notable scholars in every country, yet 

the average American young woman is without doubt the best-educated young 

woman in the world. Her horizon is broader, her life is at once more free and more 

sane. She is more alert, more interested in what is going on outside her own life. 
Her personality is, I think, more vivid. She is thoroughly progressive; she leads the 

women of the world.

American Women Too Aggressive.

“When I say that the woman of America is somewhat too aggressive, I do not 

mean that she is not womanly. On the contrary, she is most womanly; that is a part 

of her progressiveness; it has taken the women of America to show the women of 

England that women can fight for suffrage without losing one bit of their womanli-

ness, and the womanliness of the American woman stands attested by that. But she 

is too aggressive in her progress, just the same. She pushes out so―so strenuously. 
She has not enough repose of manner. She is not well poised. She isn’t quiet 

enough. She’s a bit―” Dr. Naruse made an expressive gesture before he found the 

adjective that fitted it― “she is too―too jerky.
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JAPAN’S WOMEN GROWING LIKE THEIR
AMERICAN　SISTERS

Dr. Jinzo Naruse, President of Japan Women’s University of Tokio, 
Says While Our Women Are Best Educated and Most Intelligent in 

the World, They Could Learn Poise and Quietness from the Japanese.

“When I was in America nineteen years ago what impressed me most was the 

vast difference between the Japanese and American young women. What impresses 

me now is their similarity.”
Dr. Jinzo Naruse, founder and President of the Japan Women’s University at To-

kio, paused for a moment, and smiled, quizzically.
“The American woman is the best educated and the most intelligent woman in 

the world,” he said. “She is the most progressive and the most aggressive of wom-

en. But she would do well to learn something of the poise and the quietness of her 

Japanese sister. In Japan we are trying to give our girls the splendid education of 

the Americans, whom we admire so much. But I have often thought that even the 

girls of America could learn from the Orient.”
Dr. Naruse is the man who first introduced the “higher education” for women 

into Japan. More than anyone else in Japan―probably more than anyone else in 

the East―he has worked for the education and the emancipation of the women of 

the Orient. That the Japanese woman of to-day is, as regards education and free-

dom, much more like the woman of America than she is like the Japanese girl of a 

quarter of a century ago, is something for which she has Dr. Naruse to thank. The 

establishment of the first woman’s college in Japan meant for Dr. Naruse the fight 

of years; what it meant for the young women of Japan amounts practically to revo-

lution.
Dr. Naruse is visiting in this country now. Educated in America, acquainted with 

American institutions, counting many friends among American scholars, he is re-

turning to this country, after an absence of nineteen years. And what he sees in 

America to-day impresses him more strongly than anything else has done, he says, 
with the progress that women have made in Japan.

“You would be surprised,” he said, “to see how much, after all, our young wom-
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ページ（http://query.nytimes.com）の「アーカイヴ」に収められている。訳者
がこの記事にぶつかったのは2009 年の暮れのことで、担当している学務の関
係で大学の教育理念の英訳について頭を悩ませていたとき、“Jinzo Naruse” を
含む複数のキーワードを打ち込んで検索をかけたところ、たまたまこの記事
がヒットして、初めてこれを読むことになった。当初、この記事は学園史に
暗い訳者が知らなかっただけのことで、成瀬記念館の資料にすでに含まれて
いるものと思ったのだが、念のために問い合わせてみると、写真図版は知ら
れているものであっても、この記事そのものは所蔵していないというご回答
を得た。少なくとも現在、その存在をご存知の方も周囲におられないらしい。
そこでこのたび、成瀬仁蔵の1912年当時の英語での談話が聞ける貴重な「新
資料」であるということなので、このインタビューの本文を復刻し、それに
日本語訳を附す運びとなった。復刻と英訳の作業はまず成瀬記念館スタッフ
の手をわずらわせ、それに川端が修正と訳注を加えるかたちで進めた。

こうした歴史資料を翻訳する際に直面する悩ましい問題が、訳語をその時
代の使用者の流儀にあわせて「古風」に（すなわち本稿の場合は、成瀬自身
の女子教育を語る日本語の語彙に）するか、あるいは「現代風」にするかと
いう点である。たとえば woman という単語ひとつとっても、「婦人」とする
か「女性」とするか、迷うことになる。今回の訳では後者を原則とした。こ
の記事で日本女子大学の建学の精神を説明しているくだりで成瀬は、“Our 

aim was, and always will be, to educate women as human beings, as women, and as 

members of the community.” と述べている。ここは「私たちの目的は、いまま
でもそしてこれからもずっと、女性を人として、女性として、そしてコミュ
ニティの一員として教育することにあります。」と訳すことにして、「……女
子を人として、婦人として、国民として教育することにあります」と「原文」
に戻すことは敢えてしなかった。むしろ本稿の訳文は、成瀬の英語によるイ
ンタビューという貴重な資料への添え物として、英語での「肉声」を読む際
の補助として利用していただくのがよいと判断してのことである。上記の例
で附言すれば、成瀬が「国民として」にあたる部分を英語で “as members of 

the community” と表現しているのを目にして、「そうだったのか」と、訳者は
思わず膝を打ったのだった。

 （日本女子大学文学部英文学科教授　かわばた　やすお）
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資料紹介

　　成瀬仁蔵インタビュー

　　　　　──『ニューヨークタイムズ』1912 年 11 月 10 日──

川端　康雄

アメリカの主要な日刊紙『ニューヨークタイムズ』（1851年創刊）の1912
年 11月 10日号に成瀬仁蔵へのインタビュー記事が掲載された。当時2度目
の米国滞在中であった成瀬に対して、同紙の記者が訪米の目的や、日米の女
子学生を比較した上での女子教育観を問うて、それに成瀬が答えるかたちで
の英語によるロング・インタビューである。成瀬の顔写真、および当時の日
本女子大学（校）のキャンパスや授業風景の写真5葉を配し、この特集記事
は紙面の1ページ分のほぼ全面を費やしている（71（3）頁参照）。

1912年は日本女子大学創立後11年目にあたる。世紀転換期に大学設立に
向けて奔走し、創立後は校長として熱気あふれる学園作りに邁進し、「校風の
養成を主とし、之に精力を集注し、聊か堅実なる精神的基礎を築き得た」（『日
本女子大学校の過去現在および将来』1911 年）という確信を得た成瀬は、
1912年 8月から翌13年 3月にかけて欧米を旅した。その目的は、本インタ
ビューにも記されているとおり、欧米の女子教育の実情の視察と、立ち上げ
て間もない帰一協会の普及活動の2点に絞られた。

成瀬の一度目の訪米の旅は 1890年末から 1894 年1月、正味3年間で、留
学生としてアンドーヴァー神学校に入学後、クラーク大学で女子教育の調査・
研究、さらにその他の大学機関、社会施設を見学し、帰国後の女子大学設立
構想の重要なヒントを彼の地で得た。1912 年の米国再訪は19年ぶりのこと
だった。女子大学設立に先立つ1度目の訪米から、創立10年を経て自身の女
子大学での運営と教育の経験を得た成瀬がアメリカを再訪して、当地の女子
学生を見たときに、日本での女子教育の進展と現状を相対化して振り返る視
座を得て、いかなる感慨を抱いたか、それが記事の巧みな構成によって、こ
のインタビューに表現されている。

近年、インターネットの普及に伴って、新聞・雑誌によっては、過去の記
事をデータベース化し、しばしば万人にアクセスできるようなサービスを提
供している。この記事もその例に洩れず、ニューヨークタイムズ社のホーム

成瀬_資料紹介.indd   72 11/07/06   16:39



―73―

4
・
1　
「
新
任
教
員
の
集
い
」
参
加
者
見
学

（
成
瀬
記
念
講
堂
も
）、
主
事
他
説
明

4
・
2　

大
学
入
学
式
に
つ
き
西
生
田
記
念
室
開

室
、
見
学
者
112
名

4
・
8　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
本
館
・
西
生
田

記
念
室
）

4
・
17　

桜
楓
会
「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
に

つ
き
平
日
通
り
開
館
、
見
学
者
27
名
（
土
曜

日
）

4
・
19　

文
京
区
、
荻
太
郎
遺
作
展
の
た
め
作
品

撮
影

4
・
20　

創
立
記
念
式
典
に
つ
き
西
生
田
記
念
室

開
室
、
見
学
者
192
名

4
・
28　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
16
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

4
・
30　

附
属
中
学
校
1
年
生
約
250
名
、
教
職
員

20
名
見
学
（
分
館
も
）、
説
明
。
入
学
課
か
ら

依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
（
1
校
）
14
名
見

学
、
説
明

5
・
7　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
13
名
見
学
、
説
明
。
大
学
見
学
の

高
校
生
（
1
校
）
5
名
、
自
由
見
学

5
・
12　

住
居
学
科
学
生
11
名
分
館
見
学

5
・
13　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
9
名
見
学
、
説
明
。
入
学
課
か
ら

依
頼
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
学
生
ス
タ
ッ
フ

35
名
分
館
見
学
、
説
明
（
5
・
20
も
33
名
見
学
、

説
明
）

5
・
14　

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
全
体
会
議
出
席

5
・
15　

泉
会
総
会
の
た
め
13
時
半
ま
で
延
長
開

館
、
見
学
者
30
名
（
土
曜
日
）

5
・
26　

桜
映
画
社
、
映
画
「
く
ら
し
を
衣
裳
で

残
す
」
改
訂
版
の
た
め
撮
影

5
・
28　

文
京
区
へ
荻
太
郎
遺
作
展
の
た
め
作
品

貸
出

5
・
29　

専
任
学
芸
員
採
用
面
接

6
・
1　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
本
館
）

6
・
2　

マ
ウ
ン
ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
・
カ
レ
ッ
ジ

の
学
生
10
名
、
教
員
1
名
見
学
（
分
館
も
）、

説
明

6
・
3　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス
学
生
ス
タ
ッ
フ
43
名
見
学
、
説
明
（
6
・

17
に
14
名
、
7
・
8
に
10
名
）。
西
生
田
記
念

室
、
入
学
課
か
ら
依
頼
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
学
生
ス
タ
ッ
フ
16
名
見
学
、
説
明
（
休
室
日
、

6
・
17
に
6
名
、
7
・
8
に
6
名
）

6
・
4　

10
女
子
大
学
の
学
生
生
活
部
の
集
ま
り

の
参
加
者
10
名
見
学
、
説
明

6
・
8　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
記
念
室
）。

ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
の
教
員
見
学
、
説
明

6
・
9　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
20
名
見
学
、
説
明

6
・
13　
「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た
め
特

別
開
館
、
見
学
者
約
160
名
（
日
曜
日
）

6
・
14　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
22
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

（
休
館
日
）

6
・
15　

フ
ジ
テ
レ
ビ
、「
熱
血
！
平
成
教
育
学

院
」
の
た
め
『
青
鞜
』
創
刊
号
撮
影

6
・
18　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
（
1
校
）
25
名
見
学
、
説
明

6
・
19　

西
生
田
記
念
室
、
中
学
校
オ
ー
プ
ン
ス

ク
ー
ル
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
44
名
（
土

曜
日
）

6
・
22　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

成
瀬
記
念
館

二
〇
一
〇
年
度
・
活
動
の
記
録

二
〇
一
〇
年
度
業
務
日
誌
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生
（
1
校
）
14
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明
。

成
瀬
記
念
館
運
営
委
員
会

6
・
23　

成
瀬
仁
蔵
生
誕
記
念
日
に
つ
き
分
館
特

別
公
開
、
説
明
、
見
学
者
35
名

6
・
26　

ア
メ
リ
カPU

G
ET SO

U
N
D

大
学
の

教
授
1
名
見
学
、
説
明
（
開
館
時
間
外
、
成
瀬

記
念
講
堂
も
）

6
・
28　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
2
校
）
32
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

（
休
館
日
）

6
・
30　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
35
名
よ
び
教
員
見
学
、
説
明
。
人

間
社
会
学
部
学
生
、
授
業
で
56
名
見
学
、
説
明

（
成
瀬
記
念
講
堂
・
分
館
も
、
7
・
10
に
9
名
）。

附
属
豊
明
小
学
校
児
童
38
名
見
学
（
7
・
1
に

38
名
、
7
・
2
に
39
名
）

7
・
1　

被
服
学
科
学
生
、
授
業
で
17
名
見
学
、

説
明

7
・
5　

本
年
度
当
館
受
入
れ
予
定
の
博
物
館
実

習
生
3
名
と
事
前
打
合
せ
（
7
・
6
に
1
名
）

7
・
7　

通
信
8
回
生
10
名
、
自
由
見
学
（
成
瀬

記
念
講
堂
も
）

7
・
9　
『
写
真
で
見
る
成
瀬
仁
蔵
』
他
納
品

7
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
10
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明
。

消
防
設
備
点
検

7
・
13　

全
国
大
学
史
史
料
協
議
会
東
日
本
部
会

研
究
会
（
於
国
立
公
文
書
館
）
に
出
席

7
・
14　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
8
名
見
学
、
説
明
。
家
政
学
部
学

生
11
名
見
学
、
説
明
（
分
館
も
）

7
・
15　

Ｊ
Ａ
Ｌ
ア
カ
デ
ミ
ー
よ
り
14
名
見
学
、

説
明

7
・
16　
『
成
瀬
記
念
館 2010 

№
25
』（
2
千
部
）

納
品
。
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
39
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

7
・
20　

広
報
渉
外
課
、
広
報
ブ
ロ
グ
作
成
の
た

め
館
内
撮
影

7
・
22　

広
報
渉
外
課
、
大
学
案
内
の
た
め
館
内

撮
影

7
・
28　

荻
太
郎
『
子
供
の
日
』
搬
入

7
・
31　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
た
め
特
別
開

館
、
見
学
者
150
名
（
土
曜
日
）

8
・
1　

西
生
田
記
念
室
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
165
名
。
キ
ャ
ン

パ
ス
見
学
ツ
ア
ー
参
加
者
に
説
明
（
1
日
約
10

回
実
施
・
日
曜
日
）

8
・
5
〜
26　

夏
期
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
た
め
毎
週

木
曜
日
開
館

8
・
5　

他
大
学
の
学
芸
員
課
程
担
当
者
、
11
名

見
学
、
説
明

8
・
7　

西
生
田
記
念
室
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
174
名
。
キ
ャ
ン

パ
ス
見
学
ツ
ア
ー
参
加
者
に
説
明
（
1
日
約
10

回
実
施
・
土
曜
日
）

8
・
8　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
た
め
特
別
会

館
、
見
学
者
185
名
（
日
曜
日
）

8
・
12　

学
外
よ
り
、
卒
業
生
（
9
回
生
）
に
関

す
る
研
究
調
査
の
た
め
来
館

8
・
19　

ヤ
マ
ハ
ピ
ア
ノ
サ
ー
ビ
ス
、
豊
明
幼
稚

園
旧
蔵
の
オ
ル
ガ
ン
修
理
の
た
め
来
館
（
引
取

修
理
後
、
10
・
5
納
品
）。
通
信
教
育
課
、
入

学
ガ
イ
ド
の
た
め
館
内
撮
影

8
・
23　

徳
島
大
学
に
よ
る
長
井
長
義
の
セ
ミ
・

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
撮
影
に
協
力

8
・
30　

消
防
設
備
点
検
（
分
館
も
）

8
・
31
〜
9
・
7　

博
物
館
実
習
（
4
名
）

9
・
6　

収
蔵
庫
系
統
空
調
機
水
漏
れ

9
・
11　

附
属
豊
明
幼
稚
園
入
園
志
願
者
説
明

会
・
附
属
中
高
説
明
会
の
た
め
臨
時
開
館
、
見

学
者
約
330
名
（
土
曜
日
）

9
・
22　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
14
名
お
よ
び
教
員
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
見
学
、
説
明

（
休
館
日
）

9
・
23　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
本
館
）。「
オ
ー
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プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
に
つ
き
平
日
通
り
開
館
、

見
学
者
約
60
名
（
祝
日
）

9
・
25　

桜
楓
会
日
立
・
水
戸
支
部
よ
り
17
名
見

学
、
説
明
（
成
瀬
記
念
講
堂
も
）。
越
谷
市
郷

土
研
究
会
73
名
見
学
、
説
明
（
成
瀬
記
念
講
堂

も
）。
散
策
の
グ
ル
ー
プ
14
名
見
学
、
説
明

9
・
30　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
約
40
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

10
・
1　

杉
崎
友
美
着
任
。
展
示
オ
ー
プ
ン
（
西

生
田
記
念
室
）。
附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
16
名
見

学
下
見
、
説
明
（
分
館
も
）。
入
学
課
か
ら
依

頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
15
名
見
学
、
説
明

10
・
6　

住
居
学
科
鈴
木
教
授
と
学
生
6
名
、
資

料
閲
覧

10
・
7　

広
報
渉
外
課
・
大
学
案
内
制
作
業
者
、

ロ
ケ
ハ
ン
の
た
め
来
館
、
分
館
も

10
・
9　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
（
1
校
）
40
名
見
学
、
説
明

10
・
9
〜
10　

十
月
祭
に
つ
き
西
生
田
記
念
室
特

別
開
室
、
見
学
者
計
31
名
（
土
日
曜
日
）

10
・
18　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
42
名
見
学
、
説
明

10
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
16
名
見
学
、
説
明

10
・
20　

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
め
ぐ
り
」
で
110
名
見
学
（
分
館
も
）

10
・
21　

防
災
訓
練

10
・
22　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
31
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明
。

他
大
学
教
員
、
丹
下
ウ
メ
の
研
究
調
査
の
た
め

来
館
、
応
対
。
切
手
の
博
物
館
学
芸
員
、
目
白

祭
期
間
中
の
出
張
展
示
準
備
の
た
め
来
館

10
・
23
〜
24　

目
白
祭
に
つ
き
平
日
通
り
開
館
、

見
学
者
合
計
585
名
。
日
女
祭
に
つ
き
西
生
田
記

念
室
平
日
通
り
開
室
、
見
学
者
合
計
87
名
（
土

日
曜
日
）

10
・
26　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
27
名
見
学
、
説
明

10
・
27　

朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
24
名
見
学
、
説
明

（
分
館
も
）。
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の

高
校
生
（
2
校
）
37
名
見
学
、
説
明
。
広
報
渉

外
課
、
大
学
案
内
の
た
め
西
生
田
記
念
室
撮
影

10
・
27
〜
28　

平
成
22
年
度
女
性
情
報
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
入
門
講
座
（
於
・
国
立
女
性
教
育
会
館
）

参
加
（
杉
崎
）

10
・
30
〜
31　

も
み
じ
祭
に
つ
き
西
生
田
記
念
室

特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
51
名
（
土
日
曜
日
）

11
・
2　

広
報
渉
外
課
、
大
学
案
内
の
た
め
目
白

本
館
撮
影

11
・
8　

春
殖
賢
人
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
よ
り
2
名
、
上
代
タ
ノ
資
料
閲
覧

11
・
9　

同
志
社
東
京
ニ
ュ
ー
ス
担
当
者
、
取
材

の
た
め
来
館

11
・
11　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
12
名
見
学
、
説
明

11
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
35
名
見
学
、
説
明

11
・
16　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
16
名
見
学
、
説
明

11
・
17　

東
京
工
業
大
学
世
界
文
明
セ
ン
タ
ー
よ

り
紹
介
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
教
員
、
タ

ゴ
ー
ル
資
料
閲
覧
の
た
め
来
館
。
入
学
課
か
ら

依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
（
1
校
）
4
名
見

学
、
説
明

11
・
19　

総
合
研
究
所
研
究
課
題
47
「
成
瀬
仁
蔵

お
よ
び
本
学
学
園
史
研
究
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
構
築
」
公
開
講
演
会
開
催
（
講
師
・
高
埜
利

彦
学
習
院
大
学
教
授
）

11
・
20　

附
属
中
学
校
説
明
会
に
つ
き
西
生
田
記

念
室
特
別
開
室
、
見
学
者
29
名
（
土
曜
日
）

11
・
22
〜
24　

来
年
度
展
示
準
備
の
た
め
鳥
取
出

張
お
よ
び
創
立
者
生
誕
地
訪
問
（
2
名
）

11
・
25　

広
報
渉
外
課
、JW

U
 M
ovie N

ew
s

の

た
め
撮
影

11
・
26　

総
合
研
究
所
研
究
課
題
46
「
日
本
女
子
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大
学
に
お
け
る
歴
史
的
建
造
物
の
調
査
・
研

究
」
公
開
研
究
会
に
参
加

11
・
30　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
16
名
見
学
、
説
明

12
・
2　

学
外
の
研
究
者
、
成
瀬
文
庫
閲
覧
の
た

め
来
館
。
西
生
田
成
瀬
講
堂
運
用
委
員
会
に
出

席
12
・
3　

学
外
の
研
究
者
、
学
園
史
史
料
閲
覧
の

た
め
来
館

12
・
7　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
4
名
見
学
、
説
明

12
・
9　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
2
校
）
18
名
見
学
、
説
明

12
・
11　

成
瀬
記
念
講
堂
で
文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ

ト
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
、
入
場
者
約
500
名
。

入
試
相
談
会
。
開
館
時
間
延
長
、
入
館
者
約
320

名
（
土
曜
日
）

12
・
15　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
22
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

12
・
20　

広
報
渉
外
課
、
大
学
案
内
の
た
め
写
真

撮
影

12
・
21　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
10
名
お
よ
び
教
員
見
学
、
説
明

（
休
館
日
）

1
・
5　

新
版
利
用
案
内
（
二
〇
〇
〇
部
）
納
品

1
・
13　

新
作
絵
葉
書
（
山
口
都
氏
原
画
6
種
、

四
季
の
花
8
種
）
納
品

1
・
17　

広
報
渉
外
課
、「
青
鞜
展
」
に
合
わ
せ

て
成
瀬
記
念
館
ロ
ビ
ー
で
「
ら
い
て
う
賞
」
の

パ
ネ
ル
展
示
を
行
な
う

1
・
18　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
本
館
）

1
・
28　

他
大
学
の
研
究
者
、
上
代
タ
ノ
資
料
閲

覧
の
た
め
来
館

1
・
29　

創
立
者
告
別
講
演
記
念
瞑
想
会
に
つ
き

平
日
通
り
開
館
（
土
曜
日
）。
展
示
オ
ー
プ
ン

（
西
生
田
記
念
室
）。
附
属
豊
明
小
学
校
音
楽
会

（
於 

西
生
田
成
瀬
講
堂
）
に
つ
き
西
生
田
記
念

室
昼
過
ぎ
ま
で
開
室
、
約
110
名
見
学

1
・
31　

第
一
学
習
社
発
行
文
部
科
学
省
検
定
高

等
学
校
用
日
本
史
教
科
書
『
日
本
史
A　

人
・

く
ら
し
・
未
来
』（
仮
称
）
掲
載
用
に
成
瀬
仁

蔵
肖
像
写
真
貸
出

2
・
1
〜
3　

入
試
期
間
中
11
時
よ
り
14
時
の
間
、

受
験
生
付
添
者
見
学
に
つ
き
臨
時
開
館
、
見
学

者
合
計
57
名

2
・
5　

2
月
中
土
曜
日
、
平
日
通
り
特
別
開
館

2
・
8　

電
動
書
架
点
検

2
・
10　

電
動
書
架
蛍
光
灯
故
障
に
つ
き
取
り
替

え
2
・
12　

附
属
中
学
校
新
入
生
保
護
者
会
に
つ
き
、

西
生
田
記
念
室
特
別
開
室
（
土
曜
日
）、
見
学

者
42
名

2
・
14　

消
防
設
備
点
検
（
講
堂
地
下
倉
庫
・
分

館
も
）

2
・
19　

一
般
の
団
体
、
52
名
見
学
、
説
明

2
・
24　

学
生
支
援
推
進
室
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
出

席
（
学
園
史
関
係
の
質
問
に
答
え
る
）

3
・
1　

附
属
豊
明
小
学
校
3
年
生
約
120
名
、
目

白
本
館
、
分
館
見
学

3
・
4　

創
立
者
命
日
に
つ
き
開
館
（
学
園
休

日
）、
見
学
者
32
名

3
・
5
〜
6　

目
白
本
館
、
館
内
の
赤
絨
毯
張
替

工
事

3
・
7　

防
災
点
検
（
施
設
課
・
総
務
課
・
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
）

3
・
11　

東
日
本
大
震
災
発
生
。
目
白
本
館
・
西

生
田
記
念
室
は
異
常
な
し
。
分
館
の
壁
の
一
部

落
下
ほ
か
被
害
あ
り
。
当
日
勤
務
者
2
名
、
帰

宅
困
難
の
た
め
翌
朝
ま
で
残
留

3
・
18　

大
学
卒
業
式
中
止
の
た
め
、
西
生
田
記

念
室
の
展
示
延
期

3
・
22　

目
白
本
館
空
調
機
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル

3
・
23　

荻
太
郎
『
子
供
の
日
』
を
豊
明
幼
稚
園

に
移
動
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二
〇
一
〇
年
度
成
瀬
記
念
館
運
営
委
員

蟻
川
芳
子
館
長
（
学
長
）、
佐
藤
和
人
家
政
学

部
長
、
西
山
力
也
文
学
部
長
、
片
桐
芳
雄
人
間

社
会
学
部
長
、
今
市
涼
子
理
学
部
長
／
成
瀬
記

念
館
担
当
理
事
、
岩
崎
洋
子
家
政
学
部
通
信
教

育
課
程
長
、
高
頭
麻
子
教
養
特
別
講
義
1
委
員

会
委
員
長
、
秋
元
健
治
教
養
特
別
講
義
2
委
員

会
委
員
長
、
島
崎
恒
藏
図
書
館
長
、
島
田
法
子

総
合
研
究
所
所
長
、
岩
田
正
美
現
代
女
性
キ
ャ

リ
ア
研
究
所
所
長
、
ソ
ー
ン
ト
ン
不
破
直
子
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
、
若
林
元
常
務
理
事
、

小
谷
部
育
子
附
属
幼
小
担
当
理
事
、
小
山
高
正

附
属
中
高
担
当
理
事
、
後
藤
祥
子
桜
楓
会
理
事

長
、
吉
良
芳
恵
成
瀬
記
念
館
主
事

二
〇
一
〇
年
度
成
瀬
記
念
館
構
成
メ
ン
バ
ー

館
長
・
蟻
川
芳
子
、
主
事
・
吉
良
芳
恵
、
館

員
・
岸
本
美
香
子
（
主
任
）、
杉
崎
友
美
（
10

月
1
日
よ
り
）、
非
常
勤
・
梅
原
裕
香
、
大
門

泰
子
、
大
谷
美
枝
子
、
加
藤
き
よ
み
、
佐
久
間

妙
美
、
佐
藤
恭
子
、
山
本
文
子

博
物
館
実
習

二
〇
一
〇
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
二
一
回
）

は
、
八
月
三
一
日
（
火
）
か
ら
九
月
七
日
（
火
）

ま
で
の
六
日
間
の
日
程
で
行
な
っ
た
。
実
習
生
は
、

日
本
文
学
科
一
名
、
史
学
科
一
名
、
科
目
等
履
修

生
二
名
で
、
企
画
展
「
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
変

遷
」
の
準
備
に
参
加
し
た
。

実
習
生
は
、
解
説
パ
ネ
ル
を
一
人
一
枚
ず
つ
担

当
し
、
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
個
々
の
建
物
に
つ
い

て
研
究
し
た
。
現
存
の
も
の
、
す
で
に
取
り
壊
さ

れ
た
も
の
、
い
ず
れ
も
そ
の
建
物
が
建
て
ら
れ
た

背
景
や
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
を
調
べ
る
こ

と
で
、
理
解
が
深
ま
り
、
建
物
に
込
め
ら
れ
た

人
々
の
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で

あ
る
。業

務
統
計

開
館
日
数　

目
白　
　

167
日
、
西
生
田　

127
日

入
館
者
数　

目
白　
　

約
六
、
三
〇
〇
人

西
生
田　

約
二
、
一
〇
〇
人

資
料
提
供

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供

 

六
四
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供

 

二
八
件

そ
の
他

『
成
瀬
記
念
館　

二
〇
一
〇
』
の
発
行　

二
〇
〇

〇
部

『
日
本
女
子
大
学
史
史
料
集　

第
五
│
（
三
）
日

本
女
子
大
学
校
規
則
〔
明
治
四
三
│
大
正
三
年
〕』

の
発
行

目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
絵
葉
書
の
制
作

成
瀬
記
念
館
利
用
案
内
（
新
版
）
の
制
作

研
修
等
参
加
（
女
性
情
報
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
入
門
講

座
、
大
学
史
関
係
研
究
会
、
展
示
見
学
）

資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・
媒
体
変
換

学
園
史
お
よ
び
資
料
に
関
す
る
質
問
へ
の
対
応

二
〇
一
〇
年
度
展
示
一
覧

﹇
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）﹈

4
・
8
〜
5
・
15
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「
シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〞

　

成
瀬
仁
蔵
と
『
服
』」
展

6
・
1
〜
7
・
29

お
よ
び
7
・
31
、
8
・
5
、
8
、
12
、
19
、
26

「
軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　

三
泉
寮
と
三
井
家
」
展

9
・
23
〜
12
・
18

「
建
築
の
記
憶
―
―
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
変
遷
」

展
1
・
18
〜
3
・
4

『
青
鞜
』
創
刊
一
〇
〇
周
年
記
念
展

「『
青
鞜
』
と
日
本
女
子
大
学
」
展

﹇
西
生
田
記
念
室
﹈

4
・
8
〜
5
・
21

「
シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〞

　

成
瀬
仁
蔵
と
『
食
』」
展

6
・
8
〜
7
・
29
お
よ
び
8
・
1
、
7

「
軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　

三
泉
寮
と
三
井
家
」
展

10
・
1
〜
12
・
17

「
人
間
社
会
学
部
開
設

　

20
周
年
記
念
」
展

1
・
29
〜
3
・
3

「
日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
」
展
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●
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
の
テ
ー
マ

は
「
服
」。「
家
政
学
」
を
科
学
に
基
づ
く
学
問
と

位
置
づ
け
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
。
そ
の
中
で

衛
生
面
や
経
済
面
、
機
能
性
や
快
適
性
と
い
う
観

点
か
ら
、
衣
生
活
が
見
直
さ
れ
て
い
っ
た
。

軽
井
沢
夏
季
寮
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た

め
の
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
女
子
大
学
設
立
運
動
時
か

ら
成
瀬
を
支
援
し
、
三
泉
寮
名
誉
寮
監
な
ど
を
つ

と
め
た
三
井
家
出
身
の
広
岡
浅
子
、
広
岡
浅
子
を

介
し
て
成
瀬
と
出
会
い
、
軽
井
沢
に
寮
舎
を
建
て

て
提
供
し
た
三
井
三
郎
助
・
寿
天
夫
人
、
二
人
の

子
息
で
大
樅
の
木
の
下
に
成
瀬
先
生
胸
像
を
制
作

し
た
高
修
、
そ
し
て
三
泉
寮
の
誕
生
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
軽
井
沢
の
三
井
家
別
荘
に
焦
点
を

あ
て
、
写
真
や
肖
像
画
、
書
、
絵
葉
書
、
土
地
測

量
図
や
機
関
紙
、
文
集
な
ど
を
展
示
し
た
。

開
校
か
ら
一
一
〇
年
の
間
に
様
々
に
変
化
し
て

き
た
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
景
観
の
移
り
変
わ
り
を

た
ど
る
展
示
を
行
な
っ
た
。

取
り
扱
う
年
代
を
大
き
く
学
園
草
創
期
、
戦
前
、

戦
後
、
現
在
に
分
け
、
各
時
代
の
構
内
配
置
図
の

周
囲
に
建
物
の
写
真
を
配
し
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
移

り
変
わ
り
を
概
観
す
る
一
方
、
個
々
の
建
物
に
つ

い
て
パ
ネ
ル
で
解
説
し
た
。
ま
た
、
建
築
部
材
や

家
具
な
ど
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
実
物
資
料
を

展
示
し
、
手
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

住
居
学
科
・
鈴
木
賢
次
教
授
を
研
究
代
表
者
と

し
て
、
住
居
学
科
、
施
設
課
、
成
瀬
記
念
館
の
三

者
で
総
合
研
究
所
研
究
課
題
「
日
本
女
子
大
学
の

展
示
の
記
録（
二
〇
一
〇
年
度
）

「シリーズ“天職に生きる”
成瀬仁蔵と『服』」展

2010.4.8（木）～5.15（土）

「建築の記憶
 ──目白キャンパスの変遷」展

2010.9.23（木・祝）～12.18（土）

「軽井沢夏季寮の生活 三泉寮と三井家」展
（目白）2010.6.1（火）～7.29（木）、

および 7.31、8.5・8・12・19・26
（西生田）6.8（火）～7.29（木）、および 8.1・7
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歴
史
的
建
造
物
の
調
査
・
研
究
」
に
取
り
組
ん
で

お
り
、
そ
の
調
査
の
過
程
で
発
見
し
た
資
料
も
展

示
に
加
え
た
。

木
造
建
築
が
中
心
だ
っ
た
時
代
に
は
、
建
物
を

頻
繁
に
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
資
料
か
ら
み
て
と

れ
る
。
一
方
、
建
物
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
寄
附

者
に
由
来
す
る
も
の
、
学
園
関
係
者
を
記
念
す
る

も
の
、
周
年
事
業
に
よ
る
も
の
な
ど
、
建
物
の
歴

史
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
本
展
の
一
部
は
博
物
館
実
習
生
が
制
作

し
た
。

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
に
発
刊
さ
れ
た

『
青
鞜
』
の
創
刊
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
た
展
示

を
行
っ
た
。

『
青
鞜
』
は
平
塚 

明
（
ら
い
て
う
）、
中
野 

初
、

保
持 
研
、
木
村 

錠
、
物
集 

和
を
発
起
人
と
し

て
誕
生
し
た
が
、
そ
の
う
ち
四
名
は
日
本
女
子
大

学
校
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
。『
青
鞜
』
は
、
当
時

一
般
的
で
あ
っ
た
良
妻
賢
母
の
思
想
に
反
す
る
内

容
か
ら
世
間
の
注
目
を
浴
び
、
賛
否
両
論
を
交
え

て
「
新
し
い
女
」
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。

本
展
で
は
、そ
の
話
題
の
的
と
な
っ
た
『
青
鞜
』

を
生
み
出
し
た
日
本
女
子
大
学
校
、『
青
鞜
』
に

執
筆
し
た
卒
業
生
、
発
起
人
平
塚 

明
と
創
立
者 

成
瀬
仁
蔵
に
焦
点
を
当
て
、『
青
鞜
』
を
紹
介
し

た
。
展
示
で
は
当
館
所
蔵
の
平
塚
ら
い
て
う
旧
蔵

の
『
青
鞜
』
の
ほ
か
、
ら
い
て
う
自
筆
の
書
簡
七

通
を
公
開
。
ま
た
本
展
開
催
に
際
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
平
塚
ら
い
て
う
の
会
か
ら『
青
鞜
事
務
日
誌
』、

日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科
か
ら
「
平
塚
ら
い
て

う
短
冊
」
を
ご
出
展
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
奥
村

氏
よ
り
「
平
塚
ら
い
て
う
手
稿
」
を
ご
寄
贈
い
た

だ
き
、『
青
鞜
』
創
刊
一
〇
〇
周
年
に
際
し
、
貴

重
な
資
料
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「『青鞜』創刊 100 周年記念展
『青鞜』と日本女子大学」

2011.1.18（火）～3.4（金）
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●
西
生
田
記
念
室

創
立
者 

成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り

口
か
ら
紹
介
す
る
新
シ
リ
ー
ズ
。
今
回
は
、
成
瀬

の
「
食
」
に
対
す
る
考
え
方
を
取
り
上
げ
た
。

成
瀬
は
「
天
職
」
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
健

康
な
心
身
が
不
可
欠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
特

に
「
食
」
は
健
康
を
維
持
す
る
た
め
の
大
き
な
要

素
と
し
て
注
目
し
て
い
た
。
本
展
で
は
、
成
瀬
の

健
康
観
、
日
本
女
子
大
学
校
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

「
食
」
と
「
科
学
」
の
教
育
、
成
瀬
が
自
身
を
実

験
台
に
し
た
「
食
」
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

人
間
社
会
学
部
開
設
20
周
年
を
祝
し
て
現
在
の

人
間
社
会
学
部
の
魅
力
を
紹
介
し
た
展
示
。
は
じ

め
に
水
田
米
先
生
か
ら
寄
附
さ
れ
た
野
毛
校
地
を

紹
介
し
、
航
空
写
真
と
と
も
に
西
生
田
校
地
の
歴

史
を
た
ど
っ
た
。
ま
た
学
部
長
、
各
学
科
長
、
卒

業
生
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
、
授
業
や
履

修
内
容
、
就
職
内
定
状
況
な
ど
を
ま
と
め
た
。
新

し
い
動
き
と
し
て
、
地
域
貢
献
・
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ

イ
ン
学
習
活
動
の
観
点
か
ら
学
校
教
育
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
サ
ク
ラ
ボ
、
西
生
田
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
を
と
り
あ
げ
た
。
サ
ク
ラ
ボ
の
皆
さ
ん
に
は

コ
ー
ナ
ー
の
展
示
も
お
願
い
し
た
。

日
本
女
子
大
学
の
学
寮
で
は
、
寮
生
自
身
の
手

で
ひ
な
ま
つ
り
を
祝
っ
て
き
た
。
毎
年
恒
例
と

な
っ
た
お
ひ
な
さ
ま
展
で
は
、
学
寮
や
卒
業
生
宅

な
ど
で
飾
ら
れ
て
き
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
雛

人
形
を
展
示
し
て
い
る
。

三
つ
の
段
飾
り
や
市
松
人
形
、
屏
風
な
ど
の
ほ

か
、
家
政
学
部
の
授
業
で
取
り
上
げ
た
ひ
な
ま
つ

り
の
ご
馳
走
の
ノ
ー
ト
、
ひ
な
ま
つ
り
の
様
子
を

伝
え
る
写
真
や
新
聞
記
事
な
ど
を
紹
介
し
た
。

今
年
も
学
園
関
係
者
の
ほ
か
地
域
の
み
な
さ
ん

も
多
く
見
学
に
訪
れ
た
。

サクラボのみなさん

「人間社会学部開設 20周年記念展」
2010.10.1（金）～12.17（金）

「日本女子大学のおひなさま」展
2011.1.29（土）～3.3（木）

「シリーズ“天職に生きる”
成瀬仁蔵と『食』」展

2010.4.8（木）～5.21（金）
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■
成
瀬
記
念
館
よ
り

二
○
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
東
北
地
方

太
平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
と
そ
の
後
の

原
発
事
故
は
、
日
本
（
そ
し
て
世
界
）
の
歴
史
の

大
き
な
転
換
点
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ほ
ど
、
大
き
な
衝
撃
が
日
本
（
そ
し
て
世
界
）

に
は
し
り
ま
し
た
が
、
私
達
は
ま
だ
そ
の
渦
中
に

あ
り
、
被
災
地
の
苦
渋
に
み
ち
た
再
生
に
希
望

の
光
を
み
つ
け
、
逆
に
勇
気
を
も
ら
う
毎
日
を
お

く
っ
て
い
ま
す
。

教
育
の
場
で
あ
る
本
学
園
も
、
こ
う
し
た
転
換

期
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
、
試
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
参
考
に
な
る
の

が
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
の
り
で
す
。
関
東

大
震
災
や
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
（
そ
し
て
空
襲
）

に
、
学
園
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
、
先

人
達
は
ど
の
よ
う
に
非
常
時
を
乗
り
超
え
、
新
し

い
日
々
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
の
か
、
歴
史
か
ら

多
く
の
こ
と
を
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

学
園
の
歴
史
の
宝
庫
で
あ
る
成
瀬
記
念
館
も
、

未
来
に
む
け
、
歴
史
を
紡
ぐ
作
業
を
続
け
て
い

ま
す
。
今
年
度
開
催
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
展
示
も
、

そ
の
一
つ
の
軌
跡
と
し
て
ご
覧
下
さ
い
。 （
吉
良
）

成
瀬
記
念
館
に
は
成
瀬
仁
蔵
関
係
資
料
の
ほ
か
、

そ
の
他
の
教
員
や
卒
業
生
に
関
す
る
資
料
、
学
園

史
関
係
資
料
、
他
大
学
・
他
機
関
の
刊
行
物
等
が

収
集
・
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
瀬
関
係
で
は
書

簡
約
五
〇
〇
〇
通
、
著
作
・
日
記
・
遺
品
等
約

二
〇
〇
点
、
書
籍
約
二
四
〇
〇
冊
が
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
成
瀬
以
外
の
文
書
・
記
録
、
写
真
、
上

代
タ
ノ
第
六
代
学
長
の
膨
大
な
資
料
な
ど
も
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
こ
れ
ら
は
展
示
に
よ
っ

て
の
み
ご
覧
い
た
だ
い
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
の

成
瀬
仁
蔵
没
後
一
〇
〇
年
に
向
け
、
公
開
準
備
中

で
す
。 

（
岸
本
）

昨
年
一
〇
月
に
成
瀬
記
念
館
に
着
任
し
た
新
米

学
芸
員
で
す
。
本
学
の
歴
史
や
日
本
近
現
代
史
の

知
識
、
展
示
に
必
要
な
技
術
な
ど
学
ぶ
こ
と
が
多

く
、
修
行
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
初
め
て

担
当
し
た
「『
青
鞜
』
と
日
本
女
子
大
学
」
展
で

は
、
主
任
や
記
念
館
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
会
期

前
日
の
夜
遅
く
ま
で
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
間
に

合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
つ
も
お
お
ら
か
で
明
る
い
主
事
と
、辛
抱
強
く

見
守
っ
て
く
だ
さ
る
主
任
、
展
示
準
備
を
手
伝
っ

て
く
だ
さ
る
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
の
も
と
、
こ
れ
か

ら
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
（
杉
崎
）
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二
〇
一
一
年
七
月
十
五
日

編
集
・
発
行　
　

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
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８
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Ａ
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〇
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五
九
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三
三
七
八
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東
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田
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三
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