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永
田　

本
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
本
日
は
記
念
す
べ
き
第
二
〇
回
関
西
学
院
歴
史
サ
ロ
ン
を
開
催

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
関
西
学
院
名
誉
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
山
本
栄
一
先
生
を
お
招
き
い
た
し
ま
し
て
、
学
院
史
編
纂

室
三
〇
周
年
を
迎
え
て
「
な
ぜ
学
院
史
編
纂
が
必
要
な
の
か
」
と
い

う
題
で
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
ご
紹
介
す
る
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
先
生
は
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
こ
の
学

院
史
編
纂
室
の
室
長
を
さ
れ
、『
関
西
学
院
百
年
史
』
そ
し
て
『
関

西
学
院
事
典
』
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
本
当
に
学

院
史
編
纂
室
に
つ
い
て
は
よ
く
ご
存
知
の
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今

年
三
〇
周
年
を
迎
え
た
編
纂
室
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
、

今
後
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

山
本　

は
じ
め
に―

学
院
史
編
纂
室
三
○
周
年
を
迎
え
て

　

私
、
こ
の
春
に
定
年
退
職
い
た
し
ま
し
て
も
う
何
ヶ
月
で
す
か
、

も
う
遠
い
昔
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
今
は
秋
学
期
に
週
に
一

度
だ
け
大
学
院
の
授
業
に
来
て
い
ま
す
。
学
校
は
、
こ
れ
か
ら
学
部

が
増
え
て
い
っ
て
校
舎
も
建
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
い
ち
だ
ん
と
見
違

え
る
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
見
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
今
年
が
、
学

院
史
編
纂
室
、
こ
れ
は
も
と
も
と
学
院
史
資
料
室
で
始
ま
っ
た
も
の

で
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
節
目
に
何
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か
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
私
は
、
学
院
史
編

纂
室
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
話
を
こ
こ
で
し
て
も
あ

ま
り
面
白
く
な
い
し
、
作
っ
て
も
ら
っ
た
後
掲
の
参
考
資
料
（
１
）

（
２
）
が
手
元
に
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
か

な
り
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
三
〇
年
と
い
う
歴
史
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
「
な
ぜ
学

院
史
編
纂
と
い
う
こ
と
が
必
要
か
」
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

　

も
う
ち
ょ
っ
と
い
い
ま
す
と
、
学
院
史
と
い
っ
た
も
の
は
作
ら
な

く
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
後
で
ふ
れ
ま
す
が
、
ず
っ
と
昔
に
は
作
ら

れ
た
が
、
最
近
は
作
っ
て
い
な
い
と
か
、
ま
た
一
度
も
作
っ
て
い
な

い
学
校
も
私
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
歴
史

の
新
し
い
と
こ
ろ
も
当
然
あ
っ
て
、
今
後
作
ら
れ
る
よ
う
な
学
校
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
学
校
教
育
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
で
、
学

校
史
編
纂
と
い
う
こ
と
の
も
っ
て
い
る
意
味
は
回
顧
趣
味
で
あ
る
と

か
、
学
校
は
そ
う
い
う
も
の
を
作
れ
ば
格
が
高
く
な
る
と
か
、
見
映

え
が
よ
く
な
る
と
か
、
余
計
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
お
金
も
掛
か
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
意
味
は

何
な
の
か
。
か
つ
て
私
が
考
え
て
い
た
学
院
史
と
い
う
学
校
史
を
書

く
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
現
在
で
は
非
常
に
違
う
点
が
ひ
と
つ
あ

る
と
思
え
て
き
ま
し
た
。

一　

現
代
の
教
育
が
お
か
れ
て
い
る
状
況

　

な
ぜ
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
か
と
い
う
と
、『
関
西
学
院
百
年

史
』
の
前
に
『
経
済
学
部
五
十
年
史
』
の
編
纂
に
参
加
し
ま
し
た
。

学
部
史
と
い
う
の
も
大
変
な
の
で
す
。
三
年
ぐ
ら
い
か
け
て
作
っ
た

の
で
す
が
、
ま
っ
た
く
ゼ
ロ
か
ら
始
め
て
、
し
か
も
学
院
史
が
ま
だ

書
か
れ
て
い
な
い
時
代
も
や
っ
た
わ
け
で
、
一
学
部
に
つ
い
て
千
頁

く
ら
い
の
か
な
り
詳
細
な
学
部
史
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら

二
〇
年
経
ち
ま
し
て
、『
七
十
年
史
』
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
と
そ
こ
に
お
ら
れ
る
井
上

智
経
済
学
部
教
授
と
で
、
本
文
を
半

分
ず
つ
書
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
期
は
大
学
が
お
か
れ
て
い
る
環

境
が
変
わ
っ
て
き
た
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。
最
初
に
そ
の
話
を
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

学
院
史
の
よ
う
な
も
の
を
編
纂
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
教
育
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
い
う
の

は
、
効
率
的
な
学
校
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
き
ち
ん
と
お
金

を
使
っ
て
成
果
を
上
げ
て
い
る
か
と
か
、
計
量
的
に
測
っ
て
み
て
こ

の
学
校
は
ど
れ
く
ら
い
の
評
価
点
数
が
採
れ
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と

に
と
て
も
関
心
を
向
け
さ
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば

「
関
関
同
立
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
上
の
「
関
」
は
関
学
な
の

か
関
大
な
の
か
、
順
番
か
ら
だ
と
立
命
館
が
一
番
下
だ
と
か
勝
手
に
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言
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、ほ
ん
と
う
は
そ
れ
は
四
校
が
「
一
体
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
関
学
も
か
つ
て
は
関
西
の

雄
た
る
学
校
で
と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、あ
る
時
か
ら
学
長
が「
ど

ん
ど
ん
と
下
が
っ
て
き
た
」
と
言
っ
て
き
た
ん
で
あ
っ
て
私
は
ぜ
ん

ぜ
ん
そ
ん
な
ふ
う
に
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
そ
う
思
わ

な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
ま
す
。

　

今
は
、
一
番
は
誰
で
、
二
番
は
誰
で
と
、
点
数
で
一
番
、
二
番
、

三
番
を
決
め
る
。
そ
う
い
う
と
す
ぐ
に
わ
か
る
ん
で
す
が
、
学
校
が

そ
ん
な
ふ
う
な
方
向
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
時
代
に
な
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
に
も
あ
る
程
度
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
に
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

義
務
教
育
に
つ
い
て
も
、
最
近
学
力
テ
ス
ト
を
す
る
と
大
阪
府
は

全
国
の
最
低
に
あ
る
と
か
、
結
局
は
点
数
で
す
ね
、
大
阪
の
子
ど
も

は
全
部
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
む
き
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
議
論

を
す
る
こ
と
が
非
常
に
有
効
な
こ
と
な
の
か
。
大
阪
府
知
事
は
順
位

を
上
げ
る
こ
と
で
い
い
教
育
に
な
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
考

え
て
み
て
も
「
い
い
教
育
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
簡
単
に
学
力
テ
ス

ト
の
点
数
を
上
げ
る
こ
と
で
出
来
る
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
教
育
と
い
う
こ
と
を
、
一
面
的
に
し
か
み
な
い
と
い
う
の
は
何
か

ど
こ
か
お
か
し
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
き
ま
し
た
。

　

中
等
教
育
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、

公
立
の
学
校
に
行
き
ま
し
た
の
で
、
ど
こ
の
学
校
に
何
人
入
っ
た
と

か
と
い
う
進
学
率
、
個
別
の
学
校
選
択
、
ど
こ
の
高
等
学
校
へ
進
学

し
た
か
、
さ
ら
に
高
等
学
校
か
ら
国
立
大
学
に
何
人
入
っ
た
の
か
と

い
っ
た
こ
と
で
す
。
結
局
、
上
級
学
校
へ
進
み
、
こ
う
い
う
成
績
を

採
っ
た
学
校
は
い
い
学
校
で
あ
る
と
か
、
そ
し
て
大
学
で
は
も
っ
ぱ

ら
ラ
ン
キ
ン
グ
で
す
。
世
界
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
日
本
は
何
校
し
か

入
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
関
西
学
院
は
影
も
形
も
な
い
と
か
、
そ
う

い
う
自
分
の
学
校
の
評
価
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
い
た
ら
、「
教
育

と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
か
な

り
の
比
重
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
を
縛
り
は
じ
め
た
の
で
す
。

　

共
通
一
次
試
験
が
行
わ
れ
始
め
た
時
か
ら
偏
差
値
と
い
う
も
の
が

一
般
化
し
、
そ
の
た
め
に
偏
差
値
評
価
が
広
ま
り
、
最
近
は
少
子

化
現
象
で
余
裕
を
も
っ
て
大
学
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
事
で
少
し
改

ま
っ
て
き
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
各
大
学
の
上
下
差
を
は
か
ろ
う

と
す
る
傾
向
が
強
い
で
す
ね
。

　

こ
う
い
う
時
代
で
、
一
方
で
は
経
済
人
は
役
に
立
つ
学
校
を
作
っ

て
ほ
し
い
と
い
い
ま
す
。
私
は
、
日
本
の
経
済
人
、
経
営
者
と
い
う

の
は
や
は
り
悪
い
け
れ
ど
も
粒
は
小
さ
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
出
で

会
社
に
「
役
に
立
つ
」
人
間
が
い
る
と
「
い
い
会
社
に
な
る
」
と
思
っ

て
お
ら
れ
る
の
は
大
間
違
い
で
は
な
い
の
か
と
思
う
の
で
す
。
真
剣
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に
そ
う
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
の
で
す
が
、
今
の
経
団

連
会
長
御
手
洗
さ
ん
の
『
日
経
新
聞
』
の
「
私
の
履
歴
書
」
を
読
ん

だ
時
、
彼
は
国
際
性
の
あ
る
懐
の
深
い
方
だ
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
会
長
に
な
ら
れ
て
か
ら
の
発
言
に
は
、
残
念
で
す
が
経
済
の

こ
と
し
か
、
今
役
立
つ
こ
と
し
か
言
わ
な
い
。
大
学
に
関
し
て
も
し

か
る
べ
き
方
は
そ
う
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
目
立
っ
た
発

言
を
し
て
お
ら
れ
る
方
は
み
な
そ
う
で
す
。

　

大
学
は
昔
か
ら
役
に
立
た
な
い
と
い
わ
れ
、
役
に
立
つ
人
材
を
育

て
な
か
っ
た
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
。「
大
学
は
即
戦
力
を
備
え
る

よ
う
な
学
校
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
あ
る
時
期
ま
で
は
抵
抗

し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は「
大
学
の
任
務
で
は
な
い
」と
。「
働

く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
具
体
的
な
職
業
教
育
を
し
て
い
く
の
で
、
学

校
と
い
う
と
こ
ろ
は
職
業
教
育
の
場
で
は
な
い
」、
実
業
学
校
で
は

な
い
の
だ
か
ら
。
工
学
部
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、「
重
要
な
の
は
基
礎
教
育
だ
」
と
。
も
う
少
し

言
う
な
ら
、
私
は
、「
大
学
教
育
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
だ
」
と
言

う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
に
大
学
に
期
待
し
て
い
な
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
依

然
と
し
て
大
学
を
卒
業
し
た
人
を
如
何
に
入
社
さ
せ
る
か
と
い
う
こ

と
が
採
用
試
験
の
一
番
大
き
な
問
題
だ
と
い
う
の
で
す
。
や
は
り
大

学
生
を
信
用
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
会
社
に
好
み

の
・
相
応
し
い
・
人
の
言
う
こ
と
を
良
く
聞
く
社
員
を
育
て
る
と
い

う
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
は
ダ
メ
だ
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を

再
生
産
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
大
学
新
卒
の
新
入
社
員
を
入
社
さ
せ
る

こ
と
に
各
会
社
は
血
道
を
上
げ
る
の
か
、
大
学
教
育
を
ど
う
考
え
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

社
会
や
経
済
と
い
っ
た
分
野
を
中
心
に
「
役
に
立
つ
か
立
た
な
い

か
」
と
い
う
見
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
一
番
迷
惑
を
被
っ
て
い

る
の
は
文
学
部
の
よ
う
な
、
関
学
で
は
神
学
部
、
文
学
部
で
す
。
社

会
学
部
は
、
こ
の
頃
は
経
済
社
会
の
中
で
必
要
で
す
か
ら
、「
役
に

立
つ
」。
そ
う
す
る
と
文
学
部
な
ど
は
だ
ん
だ
ん
世
間
を
せ
ま
く
し

ま
す
。
あ
る
時
期
ま
で
は
進
学
す
る
学
生
が
多
か
っ
た
の
に
で
す
。

理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
文
学
部
が
一
番
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー

ツ
に
近
か
っ
た
学
部
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
私
も
二
〇
年
程
前
ア
メ
リ

カ
の
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
し
た
時
に
様
子
を
見
た
の
で
す
が
、
や
は
り

文
学
部
系
の
教
育
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
い
い
待
遇
が
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
立
派
な
学
校
で
は
、
き
ち
ん
と
待
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
イ

ギ
リ
ス
が
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
に
な
っ
て
特
に
文
系
の
歴
史
だ
と
か

哲
学
に
対
し
て
非
常
に
冷
た
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言

わ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
直
接
役
に
立
た
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で

す
。
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そ
う
い
っ
た
現
状
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
と
、
教
育
は
現
代
社
会
の
、

特
に
経
済
を
支
え
る
非
常
に
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え

て
い
る
こ
と
と
、
点
数
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

教
育
で
は
ご
く
単
線
的
な
評
価
を
し
て
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い

は
ず
だ
と
思
う
と
同
時
に
、
今
の
大
学
は
、
評
価
の
時
代
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。
社
会
的
な
評
価
を
す
る
外
部
評
価
、
自
分
で
評
価
し

な
さ
い
と
い
う
自
己
評
価
、
学
生
に
評
価
さ
せ
な
さ
い
と
い
う
授
業

を
受
け
た
学
生
の
評
価
、
学
問
の
世
界
で
も
外
部
の
評
価
と
い
う
の

が
非
常
に
大
事
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
評
価
を
す
る
と
い
う
こ

と
は
教
育
の
中
で
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
成
績
を
つ
け
る
と
い

う
こ
と
は
、
学
校
教
育
に
よ
ら
ず
教
育
の
中
で
成
果
を
問
わ
な
い
と

い
う
の
は
無
責
任
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
当
は

昔
か
ら
成
果
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
私
た
ち
の

学
校
は
ど
う
い
う
成
果
を
上
げ
て
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
点

検
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
な
の

で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
評
価
は
だ
い
た
い
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
始
ま
る
よ
う

で
す
が
、
一
九
九
〇
年
頃
は
、
団
塊
の
世
代
の
子
ど
も
が
ど
っ
と
入

学
し
て
、
大
学
は
も
の
す
ご
く
膨
れ
上
が
り
ま
し
た
。
次
い
で
学
校

は
少
子
化
す
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
き
ま
し
た
の
で
、
今
後
ど
う
い

う
ふ
う
に
学
校
を
再
編
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
外
部
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
自
己
評
価
と
か
外

部
評
価
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
現
在
の
評
価
は
点

数
化
し
て
ラ
ン
キ
ン
グ
で
順
位
を
作
り
出
す
よ
う
な
傾
向
が
強
い
と

感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
必
ず
し
も
客
観
的
と
は
い
え
な
い
も
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
学
校
の
長
所
、
短
所
が
一
面
的
に
指
摘
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
た
く
は
こ
う
い
う
こ
と
が

出
来
て
い
な
い
か
ら
、
こ
こ
を
き
ち
ん
と
し
な
さ
い
と
か
と
い
う
よ

う
に
言
え
ま
す
。
内
部
も
外
部
も
、
そ
う
い
う
項
目
別
評
価
法
と
い

う
も
の
を
止
む
得
な
く
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
内
部
評
価
に
お
い
て

は
、
場
合
に
よ
る
と
自
己
に
と
っ
て
何
が
評
価
さ
れ
、
何
が
欠
け
て

い
る
の
か
と
い
っ
た
、
ほ
ん
と
う
の
真
剣
な
評
価
が
出
来
な
い
。
評

価
だ
け
で
も
大
変
な
仕
事
だ
か
ら
、
基
準
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
照

ら
し
て
自
分
の
学
部
に
当
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
だ
け

に
終
わ
っ
て
、
結
局
、
長
く
て
も
こ
こ
数
年
の
時
期
の
教
育
し
か
点

検
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
以
前
の
学
校
が
良
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の

で
す
が
、
牧
歌
時
代
に
は
頑
張
っ
て
い
る
学
校
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な

い
学
校
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
責
任
で
や
っ
て
い
ま
し

た
が
、
い
ま
や
自
己
責
任
だ
け
で
は
な
く
て
、
国
庫
補
助
を
も
ら
っ

て
い
る
と
い
う
事
も
あ
っ
て
政
府
に
財
政
責
任
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

ど
ん
ど
ん
評
価
し
て
い
く
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
補
助
金
に
差
を
つ
け
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る
と
い
う
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
国
家
目
的
が
こ
れ

な
ら
ば
そ
れ
に
沿
っ
た
も
の
は
何
な
の
か
と
、
そ
れ
に
対
し
て
高
い

補
助
を
出
し
ま
す
。
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
補
助
金
を
出
さ
な
い
。

差
別
的
補
助
金
を
作
る
と
い
う
。
か
つ
て
人
件
費
補
助
と
か
経
常
費

補
助
と
い
っ
て
い
る
時
は
、
一
律
補
助
、
今
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

補
助
は
だ
ん
だ
ん
と
比
率
を
下
げ
て
き
て
、
選
別
補
助
の
よ
う
な
も

の
の
比
率
を
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
が
大
学
の
現
在
お
か
れ
て
い
る
状

況
で
、
国
立
大
学
の
独
法
化
が
お
こ
っ
て
き
て
、
国
立
大
学
で
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
前
触
れ
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
前

提
に
し
て
学
院
史
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
評
価
時
代
の
中
で
学

院
史
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
持
っ
て
い
る
意
味
は
か
な
り
大
事
な
こ

と
で
は
な
い
か
。
私
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
大
し
た
こ
と
で

は
な
く
、
大
体
想
像
が
つ
く
と
思
い
ま
す
が
、
順
次
お
話
し
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

二　

教
育
は
「
百
年
の
計
」―

精
神
的
側
面
と
実
用
的
側
面

　

教
育
は
「
百
年
の
計
」
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
精
神
的
な
文
化
的

側
面
と
極
め
て
実
用
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
教
育

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
神
学
者
で
、

今
か
ら
四
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
亡
く
な
っ
た
、ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー

バ
ー
（Reinhold N

iebuhr 

一
八
九
二―

一
九
七
一
）
と
い
う
人

が
い
ま
す
。
こ
の
人
の
あ
る
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
た
言
葉
が
非
常
に
普

及
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
家
庭
に
招
か
れ
て
行
く
と
、
ニ
ー

バ
ー
と
書
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
あ
る
の
を

見
て
、
こ
う
い
う
言
葉
に
と
て
も
心
を
惹
か
れ
る
ん
だ
な
と
思
っ
て

見
た
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。

　
「
神
よ
、

　

変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、

　

そ
れ
を
変
え
る
だ
け
の
勇
気
（courage

）
を
わ
れ
ら
に
与
え
た

ま
え
。

　

変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

　

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
冷
静
さ（serenity

）を
与
え
た
ま
え
。

　

そ
し
て
、

　

変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

と
を
、

　

識
別
す
る
知
恵
（w

isdom

）
を
与
え
た
ま
え
。」（
大
木
英
夫
・
訳
）

　

変
え
る
「
勇
気
」
は
あ
る
意
味
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
変
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
「
受
け
入
れ
る
こ
と
」
は
時
代
遅
れ
で
は

な
い
か
と
い
う
思
い
が
つ
き
ま
と
う
。
時
代
遅
れ
と
か
ど
う
か
に
関
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ら
ず
、
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
冷
静
に
」
判
断
出
来

る
こ
と
。
そ
の
二
つ
を
識
別
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
不
可
能
な
部
分

が
多
い
の
で
す
が
、
識
別
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
知
恵
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
簡
単
に
で
き
る
こ
と
は
「
知
恵
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

知
識
と
は
い
え
な
い
「
知
恵
」
で
す
か
ら
判
断
で
き
る
総
合
的
な
力
、

「
知
恵
」
を
与
え
た
ま
え
と
、
こ
の
「
勇
気
」
と
か
「
冷
静
さ
」
と

か
「
知
恵
」
と
か
は
、
教
育
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
事
な
も
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

教
育
に
と
っ
て
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
と
、「
変
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、「
こ
れ
は
変
え
て
い
い
」
と
か
「
変
え
て
は
い
か
ん
ぞ
」

と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
、
教
育
は
難
し
い
。
と
い

う
の
は
、教
育
に
と
っ
て
一
番
大
き
な
問
題
は
、「
時
代
に
流
さ
れ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
知
ら
な
い
間
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

教
育
は
社
会
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
社
会
の
中
で
知

ら
な
い
間
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
い
く
ら
別
世
界
だ
と
言
っ
て
い

て
も
、
日
本
と
い
う
社
会
の
中
で
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
。
建
物

は
何
も
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
中
身
は
ゴ
ロ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
。
現
に
今
は
そ
う
い
う
時
代
だ
と
思
い

ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
を
少
し
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
変
え
て
は
な

ら
な
い
も
の
」
が
自
覚
さ
れ
、
絶
え
ず
そ
の
時
々
に
具
体
化
さ
れ
る

た
め
の
、
地
に
着
い
た
持
続
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」

こ
れ
は
簡
単
に
「
建
学
の
精
神
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
を

支
え
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
で
、
無
意
識
で
は
教
育
を
支
え
て
い
け
る
も
の

で
は
な
い
。

　

キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
学
校
、
あ
る
い
は

「M
astery for Service

」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
雑
談
し
て
い
る
時
、
あ
る
院
長
が
あ
あ
い
う
も
の
は
「
空
気
」
の

よ
う
に
あ
る
の
が
い
い
の
だ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
あ
れ
ば

そ
の
と
お
り
で
い
い
の
で
す
が
、
実
は｢

建
学
の
精
神｣

と
い
う
も

の
は
空
気
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
自
然
に
発
生
す
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
で
す
。
空
気
で
あ
れ
ば
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
聞
い
た
時
に
、「
関
西
学
院
と
い
う
と
こ
ろ
は
い・

・

・
い
人

を
育
て
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
う
少
し
考
え
な
い
と
い
け

な
い
の
で
は
な
い
か
な
」
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
景

を
私
は
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
ら
学

校
が
揺
れ
る
の
で
す
。｢

建
学
の
精
神｣

を
何
か
で
問
題
に
し
た
ら
、

必
ず
学
校
は
が
た
が
た
し
ま
す
。
そ
っ
と
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と

い
え
ば
、
そ
っ
と
床
の
間
に
飾
っ
て
お
け
た
ら
い
い
と
い
う
感
じ
で

す
。
私
は
変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
「
建
学
の
精
神
」
は
、
教
育
プ
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ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
具
体
的
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
含
め
て
、
チ
ャ
ペ
ル

も
あ
り
ま
す
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、

い
ろ
い
ろ
な
そ
う
い
う
も
の
に
含
ま
れ
て
実
現
し
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
な
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
な
ん
で
す
。
授
業
を
ど
う
す
る
か
と
か
、
時

間
帯
を
ど
う
す
る
か
と
か
、
学
部
を
ど
う
だ
と
か
、
み
ん
な
変
え
て

い
い
も
の
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
変
え
て
い
い
も
の
」
は
な
か

な
か
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

　
「
変
え
て
い
い
も
の
」
と
「
変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
と
が
何

な
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
な
か
っ
た
ら
、「
変
え
て
い
い
も
の
」

を
変
え
て
し
ま
う
と
そ
の
学
校
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
自
分
は
感

じ
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
変
え
て
い
い
も
の
」
に
対
し
て
も
「
変

え
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
思
い
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の

場
合
は
、
非
常
に
硬
い
学
校
に
な
り
ま
す
。
教
育
が
柔
軟
性
を
持
た

な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
ど

ん
変
え
て
い
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
教
育
の
場
合
で
す
か
ら
、
時

代
に
即
応
し
て
変
え
て
い
っ
て
い
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
中
に
「
変
わ
ら
な
い
も
の
」
が
一
貫
し
て
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
と
言
う
よ
う
な
こ
と
が
具
体
的
に
分
っ
て
く
れ
ば
、
私
は
教
育
に

対
し
て
非
常
に
安
定
し
た
想
い
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
私
学
を
支
え
る
一
番
大
き
な
こ
と
だ
と
思
え

る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
関
西
学
院
の
寄
付
行
為
第
三
条
は
、「
こ

の
法
人
は
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
に
基
づ
い
て
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
あ
り
、
こ
れ

が
「
建
学
の
精
神
」
を
示
す
基
本
的
な
方
針
で
す
。「
キ
リ
ス
ト
教

主
義
に
基
づ
い
て
教
育
を
施
す
」
が
こ
の
学
校
の
精
神
で
、「
変
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
い
う
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。
ス
ク
ー

ル
・
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
ベ
ー
ツ
四
代
目
院
長
が
「M

astery for 

Service

」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。「
奉
仕
へ
の
練
達
」
や

「
奉
仕
の
た
め
の
練
達
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
最
近
編

纂
室
の
人
が
調
べ
た
と
こ
ろ
ベ
ー
ツ
院
長
が
ま
る
ま
る
発
想
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
て
、
カ
ナ
ダ
の
カ
レ
ッ
ジ
に
あ
っ
た
非
常
に
よ
く
似

た
言
葉
が
院
長
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
て
、
旧
制
の
高
等
商
業
学
校
の

モ
ッ
ト
ー
に
さ
れ
た
も
の
が
、
関
西
学
院
全
体
の
ス
ク
ー
ル
・
モ
ッ

ト
ー
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ま
っ
た
く
ゼ
ロ
か
ら
の
発
想
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
主
義
的
な
内
容
に
言
い
換
え
る
と
、
神
と
人

に
仕
え
る
た
め
に―

神
と
い
う
の
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
ろ
う
と
な

か
ろ
う
と
、
何
か
畏
れ
る
べ
き
も
の
、
上
な
る
も
の
、
人
を
超
え
て

い
る
も
の
そ
う
い
う
も
の
で
い
い
わ
け
で
す―

、
そ
れ
と
、
人
に
仕
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え
る
た
め
に
学
問
に
熟
達
す
る
こ
と
、
一
生
懸
命
に
努
め
る
こ
と
と

い
う
こ
と
で
す
。「
マ
ス
タ
ー
に
な
る
」
こ
と
と
い
う
訳
も
あ
る
よ

う
で
す
が
、
そ
の
マ
ス
タ
ー
は
指
導
者
に
な
る
と
訳
す
と
、
今
で
は

マ
ス
タ
ー
と
い
う
の
は
性
差
別
、
男
性
名
詞
な
の
で
、
そ
の
こ
と
も

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
学
問
を
よ
く
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
熟
達
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

三　

教
育
の
自
己
評
価
・
外
部
評
価
と
「
建
学
の
精
神
」

　

教
育
の
自
己
評
価
、
外
部
評
価
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
実

際
は
「
建
学
の
精
神
」
に
つ
い
て
も
自
己
評
価
も
外
部
評
価
も
や
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
建
学
の
精
神
」
に
つ
い
て
は
外
部
の
人
た

ち
が
評
価
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
そ
の

学
校
で
し
か
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
形
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
、
自

己
責
任
の
よ
り
強
い
も
の
が
「
建
学
の
精
神
」
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

 

今
か
ら
三
○
年
弱
前
で
す
が
、
私
大
連
盟
の
加
盟
校
の
中
か
ら
、

関
西
か
ら
は
同
志
社
と
関
西
学
院
で
は
わ
た
し
が
出
て
、『
私
立
大

学
白
書
』
と
い
う
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
一
九
八
四
年
頃
に
単
行
本
で
出
さ
れ
、
英
訳
本
も
出
ま
し
た
。
こ

こ
で
、「
建
学
の
精
神
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
同
志
社
の
先
生
と
二

人
で
担
当
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
き

た
こ
と
は
、
国
立
大
学
の
「
建
学
の
精
神
」
と
い
う
の
は
一
体
何
な

の
か
と
い
う
こ
と
と
、
私
学
の
場
合
は
「
建
学
の
精
神
」
が
あ
る
か

ら
学
校
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
、
も
と
も
と
学
校
が
建
て
ら
れ
た
根

拠
に
「
建
学
の
精
神
」
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
ま
し
た
。
教
育
機

関
を
作
る
場
合
、
基
本
方
針
も
な
く
た
だ
単
に
学
校
を
作
り
ま
す
と

い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
予
備
校
な
ど
で
は
そ
う
で
も
な
い

か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
多
少
は
こ
の
予
備
校
で
も
、
こ
れ

こ
れ
と
基
本
方
針
を
言
う
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
私
学
の
場
合
は

も
っ
と
明
確
で
あ
る
。
国
立
大
学
の
場
合
は
、
国
家
優
先
の
た
め
に
、

国
家
目
的
の
た
め
に
建
て
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
私
学
に
は

な
い
わ
け
で
す
。
私
学
の
皆
さ
ん
と
そ
れ
を
議
論
し
て
い
た
ら
、
キ

リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
は
、
そ
し
て
、
宗
教
が
背
後
に
あ
る
学
校
は

と
て
も
明
確
な
も
の
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
学
校
、
た
と

え
ば
慶
応
の
福
沢
諭
吉
の
場
合
と
か
、
同
志
社
の
場
合
は
、
キ
リ
ス

ト
教
主
義
の
ほ
か
に
初
期
の
段
階
で
は
新
島
襄
の
も
っ
て
い
る
も
の

が
学
校
を
経
営
す
る
の
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
自
己
評
価
、
外
部
評
価
す
る
場
合
で
も
、「
建
学
の
精

神
」
と
「
変
え
て
い
い
も
の
」
で
あ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

の
検
証
と
い
う
の
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
実
際

に
は
「
建
学
の
精
神
」
と
い
い
ま
せ
ん
が
、
学
校
の
目
的
と
か
を
評
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価
す
る
点
に
お
い
て
、
評
価
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
も
ほ
ん
と
う
は
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
「
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
の
間
は
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
分
け
ら
れ

な
い
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
分
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
な
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
と

い
う
と
き
に
い
つ
も
出
て
く
る
問
題
は
、
大
学
の
学
部
組
織
と
し
て

の
神
学
部
が
存
在
し
て
い
る
と
か
、
宗
教
主
事
や
宣
教
師
の
存
在
と

か
、
キ
リ
ス
ト
者
教
職
員
が
在
任
し
て
い
る
と
か
、
チ
ャ
ペ
ル
時
間

の
設
定
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
科
目
の
設
置
だ
と
か
、
研
究
所
の
存
在

と
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
全
部
外
形
的
な
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
、
と
書
く
こ
と
が
評
価
な
の
か
、
そ
れ
ら
が
あ
っ

て
活
動
し
て
い
ま
す
、
と
い
う
の
が
評
価
な
の
か
、「
建
学
の
精
神
」

に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に
教
育
に

影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
寄
付
行
為

の
な
か
に
は
「
こ
の
法
人
は
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
、

キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
基
づ
い
て
教
育
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
」。

「
教
育
を
施
す
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
施
す
と

は
書
い
て
い
な
い
で
す
。
教
育
全
般
を
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
で
行

う
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
何
も
か
も
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
は
思
い

ま
す
。

　

私
は
、
大
学
院
生
の
終
り
頃
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
教
員
に
な
っ
て
、
そ
れ
以
来
、
私
は
こ
の
学
校
の

「
建
学
の
精
神
」
に
も
と
づ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
や
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
最
後
ま
で
心
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。「
あ
な
た
は
経
済
学
を
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど

う
し
て
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え

る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
ず
っ
と
自
分
に
あ
り
、
私
が
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
も
よ
く
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
何
と
か
答
え
を
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
、
退
職

前
に
『
聖
書
と
経
済
』
と
い
う
本
を
書
い
て
、
中
間
報
告
の
よ
う
な

卒
業
試
験
み
た
い
な
も
の
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
一
番
動
機
に
な
っ

た
も
の
は
、
私
は
忠
実
に
や
っ
て
き
ま
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
関
西
学
院
に
勤
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
何
か
で
証
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

個
別
学
校
の
自
己
評
価
、外
部
評
価
に
お
い
て
も
、「
建
学
の
精
神
」

と
の
関
係
の
評
価
は
実
際
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
評
価
」
の
中

核
を
占
め
て
い
る
も
の
は
「
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
す

ね
。
普
通
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
も
の
の
中
で
、
時
代
の
評

価
に
応
え
て
い
る
か
と
か
、
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
、
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
側
面
は
、
先

ほ
ど
挙
げ
ま
し
た
学
部
の
存
在
と
か
、
教
育
関
係
の
教
員
の
問
題
と
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か
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
の
授
業
、
チ
ャ
ペ
ル
だ
と
か
そ
う
い

う
こ
と
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
実
体
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
在
学
生
に
ど
う
い
う
教
育
効
果
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
実
際
あ
る
程
度
出
来
る
と

思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
何
年
間
の
こ
と
が
頭
に
あ
る
ぐ
ら
い
で
は
い

け
な
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
結
論
め
い
た
こ
と
を
お
話

す
る
段
階
に
な
り
ま
す
。

　

今
日
の
「
個
別
学
校
史
」
と
い
う
も
の
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
過
去
に

日
本
の
「
個
別
学
校
史
」
が
書
か
れ
て
き
た
理
由
は
、
時
代
に
よ
っ

て
は
少
し
違
う
と
申
し
ま
し
た
が
、
今
、
学
校
史
を
ま
と
め
る
必

要
が
あ
る
一
番
大
き
な
理
由
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
教
育
の
中
で
、

如
何
に
し
て
安
定
感
を
も
っ
て
、
し
か
も
積
極
果
敢
に
時
代
の
な
か

で
学
校
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

学
校
史
を
編
纂
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
成
果
だ

と
思
う
と
い
う
の
が
結
論
な
ん
で
す
。

四　

今
日
の
「
個
別
学
校
史
」
が
意
味
す
る
も
の

　

最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
学
校
史
は
学
院
で
も
ま
た
学
部
史

で
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
済
学
部
、
文
学
部
、
法
学
部
、
商
学
部
、

理
学
部
だ
と
か
い
く
つ
か
の
学
部
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

き
わ
め
て
事
実
羅
列
的
で
、
昔
の
文
献
を
集
め
て
あ
る
だ
け
と
い
う

も
の
も
学
部
史
と
し
て
出
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
学
校
史
を
作
る
に

は
非
常
に
困
難
で
し
て
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
み
な
教
職
員
は
自
分

の
仕
事
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
学
部
史
を
作
る
た
め
に
教
職
員
を
配

置
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
専
任
の
人
を
置
く
必
要
は
な
い

で
す
が
、
片
手
間
に
し
て
も
、
時
間
を
か
な
り
取
ら
れ
ま
す
。
そ
の

こ
と
に
集
中
し
て
や
る
人
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
も
問
題
な
の
は
、
学
校
史
を
書
い
て
も
何
も
文
部
省
は
評
価

し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
学
校
史
を
書
く
こ
と
は
、

余
計
な
こ
と
、
勝
手
な
こ
と
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ

と
を
す
る
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
さ
い
と
い
う
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
学
校
史
が
作
ら
れ
た
か
ら
評
価
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
う
い
う
感
想
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

　

学
校
史
は
評
価
さ
れ
な
い
上
に
、
過
去
に
い
ろ
ん
な
問
題
を
抱
え

て
い
る
学
部
で
、
改
め
て
そ
れ
を
暴
き
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
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て
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。
真
相
は
闇
の
中
で
、
い
ま
さ
ら
明
ら
か

に
さ
れ
る
と
困
る
と
い
う
学
校
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
学
校
史

で
真
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
書
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
学
校
は
何

を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
推
測
で
も
書
か
な

い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
危
険
な
こ
と
ま
で
し
て

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
積
極
的
な
理
由
が
な
け
れ
ば
ま
ず

作
ろ
う
と
し
な
い
で
す
。

　

関
西
学
院
は
手
間
隙
か
け
て
作
っ
た
の
は
、『
関
西
学
院
百
年
史
』

で
す
。
そ
れ
ま
で
は
安
直
に
作
っ
て
き
て
あ
ま
り
お
金
を
か
け
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
学
校
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
存

在
根
拠
で
す
ね
、
レ
ゾ
ン
デ
ト
ル
を
問
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
こ

ん
な
学
校
史
を
書
く
と
い
う
の
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う

よ
う
な
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
本
当
に
社
会
の
な
か
に
存
在
す
る
こ

と
に
積
極
的
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
、
今
ま
で
ど
れ
く
ら
い
そ
の
意

義
を
高
め
て
き
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
中
心
的
な
こ
と
と

し
て
必
要
で
す
。
今
ま
で
あ
ん
な
こ
と
こ
ん
な
こ
と
を
や
り
ま
し
た
、

と
い
う
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
物
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
い
い
事

ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
ん
な
事
が
こ
の
時
に
起
き
た
の

か
と
い
う
こ
と
も
書
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

私
は
早
い
時
期
に
関
西
学
院
史
を
読
ん
だ
と
き
、
関
西
学
院
の
特

徴
を
バ
ス
ッ
と
摑
ん
だ
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
体
当
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
偏
見
を
与
え
て
、
も
の
を
見
る
と

き
に
歪
ま
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

客
観
的
な
目
を
持
つ
の
に
は
、
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
学
校

が
一
貫
し
て
持
つ
特
徴
、
い
い
特
徴
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
非

常
に
問
題
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
根
拠
や
理
由
と
か

が
、
学
校
史
を
作
る
と
き
は
い
つ
で
も
問
わ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

学
部
史
で
も
そ
う
で
す
。
い
ろ
ん
な
事
件
が
起
こ
っ
て
き
た
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
そ
の
と
き
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
克
服
し
て
き
た
か
と

か
、
そ
れ
が
今
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
の
か
、
と
か
を
書
い
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
『
百
年
史
』
だ
か
ら
何

も
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
で
す
。
学
部
に
関
し
て
の
問
題
は
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
本
当
は
学
部
の
中
に
も
っ
と
問
題
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
取

り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
評
価
と
い
う
の
は
、
短
期
的
な
評
価
に
限

ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
数
年
と
か
短
か
っ
た
な
ら
一
年
、
去
年
一
年

ど
う
だ
っ
た
か
と
か
に
限
ら
れ
て
き
て
い
る
。
学
校
史
は
比
較
的
短

い
期
間
だ
け
取
り
扱
う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
創
設
以
来
の
こ
と
を

取
り
上
げ
な
い
と
歴
史
に
な
ら
な
い
わ
け
で
、
い
つ
で
も
創
設
か
ら

現
在
ま
で
ず
っ
と
み
て
い
く
の
が
普
通
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
学
校
で
は
今
何
が
問
題
で
あ
る
か
、
何
を
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大
切
に
し
な
い
と
い
け
な
い
か
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
変
え
な
い
と

い
け
な
い
の
に
変
わ
っ
て
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
分
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
私
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
、
学
院
史
を
梃

子
に
し
て
、
本
当
は
学
校
の
運
営
が
わ
ず
か
で
も
そ
の
学
院
史
か
ら

影
響
を
受
け
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
学
校
史
を
書

い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
は
そ
れ
か
ら
左
右
さ
れ
な
い
と
は
思

い
ま
す
。
現
実
は
何
か
こ
と
が
起
き
る
と
学
校
史
を
見
て
み
る
と
や

は
り
同
じ
事
が
起
き
て
い
る
等
と
、
困
っ
た
な
と
思
わ
れ
る
こ
と
は

過
去
に
も
同
じ
事
を
し
て
い
る
の
で
す
。
い
い
こ
と
と
い
う
の
は
な

か
な
か
拾
い
上
げ
る
の
が
大
変
で
、
自
画
自
賛
、
礼
賛
し
て
い
る
よ

う
な
学
校
史
な
ん
ぞ
は
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

関
西
学
院
は
過
去
五
回
学
校
史
を
出
し
て
い
ま
す
。『
四
十
年
史
』、

『
五
十
年
史
』、『
六
十
年
史
』
と
『
七
十
年
史
』
と
、
十
年
ず
つ
で

出
し
た
の
で
す
。
そ
の
次
が
『
百
年
史
』
で
三
十
年
間
あ
い
て
い
ま

す
。
最
初
の
『
四
十
年
史
』
は
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
上
ケ
原
キ
ャ

ン
パ
ス
に
原
田
の
森
か
ら
引
っ
越
し
て
き
た
と
き
編
纂
さ
れ
て
発
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
四
十
周
年
で
す
。
非
常
に
記
念
す
べ
き
時
に
上
ケ

原
に
来
た
。
こ
の
移
転
に
一
番
大
き
く
貢
献
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
具

体
的
に
交
渉
し
た
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
宣
教
師
の
英
断
だ
と

思
い
ま
す
。
宣
教
師
が
自
分
た
ち
が
営
々
と
し
て
作
っ
た
原
田
の
森

で
、
新
校
舎
ま
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
捨
て
て
こ
ち
ら
に

移
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
何
の
た
め
か
、
そ
れ
は
大
学
を
作
り
た
い

が
た
め
に
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
不
況
で
、
と
て
も
ア
メ
リ
カ

の
教
会
で
献
金
を
集
め
て
そ
の
献
金
を
元
に
し
て
学
校
を
作
る
と
い

う
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
な
り
、

い
ろ
ん
な
学
校
が
そ
の
後
も
し
て
き
ま
し
た
が
、
郊
外
へ
移
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
余
剰
金
を
出
し
て
、
そ
の
お
金
が
大
学
設
立
の
基
金
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
四
十
周
年
で
す
。

　

そ
の
『
四
十
年
史
』
は
読
物
と
し
て
は
大
変
面
白
い
も
の
な
の
で

す
。
ほ
ぼ
ひ
と
り
の
人
が
書
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
父
上
も

関
西
学
院
の
教
員
で
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
当
時
中
学
部
の
教
師
を
し

て
お
ら
れ
た
村
上
謙
介
と
い
う
方
が
独
力
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
和
装
の
よ
う
な
き
れ
い
な
表
紙
で
、
紙
は
和
紙
で
は
な
い
の

で
す
が
軽
い
紙
で
、
洒
落
た
本
で
す
。
さ
す
が
に
と
思
わ
せ
る
ど
っ

し
り
し
た
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
『
五
十
年
史
』
は
、
ま
た

ま
た
事
務
的
で
薄
い
う
え
に
重
い
ば
か
り
の
本
で
す
。『
六
十
年
史
』

は
ま
た
フ
ラ
ン
ス
本
の
よ
う
な
紙
で
折
っ
て
表
紙
が
作
ら
れ
て
い
ま

す
。『
七
十
年
史
』
は
箱
入
り
の
一
冊
の
本
で
す
。
そ
の
『
四
十
年

史
』
に
初
期
の
関
西
学
院
の
こ
と
が
ず
っ
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
五
十
、六
十
、七
十
年
史
と
も
初
期
の
こ
と
は
『
四
十
年
史
』
を

引
き
写
す
だ
け
で
、
事
実
に
関
す
る
検
証
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
自
身
は
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
ま
せ
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ん
で
し
た
が
、『
百
年
史
』
を
作
る
時
に
い
ち
お
う
『
四
十
年
史
』

は
眉
唾
で
あ
る
と
、
本
当
か
ど
う
か
全
部
そ
れ
を
文
献
で
き
ち
ん
調

べ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
文
献
に
な
い
も

の
、
人
の
話
と
し
て
聞
い
た
も
の
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新

聞
の
記
事
な
ど
も
引
用
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
関

西
学
院
が
好
き
で
関
西
学
院
の
資
料
を
集
め
て
お
ら
れ
て
、
父
上
の

「
村
上
博
輔
日
記
」
を
使
っ
た
り
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
父
上
の

日
記
も
少
し
ず
つ
起
こ
し
て
『
関
西
学
院
史
紀
要
』
に
載
せ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
記
念
す
べ
き
も
の
が
出
た
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
事
実
と
か
内
容
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
評
価
に
十
分
堪
え
る
も

の
で
は
と
い
う
感
が
あ
り
ま
す
。

　
『
五
十
年
史
』
は
一
九
三
九
（
昭
和
一
）
年
の
太
平
洋
戦
争
が
始

ま
る
直
前
で
、
こ
れ
は
非
常
に
特
徴
的
で
、
当
時
大
学
が
出
来
た
り

し
て
き
て
、
た
く
さ
ん
学
内
に
規
則
だ
と
か
が
出
来
て
き
ま
す
。
そ

う
い
う
も
の
を
書
き
込
ん
で
あ
り
、
資
料
集
の
よ
う
な
少
し
無
味

乾
燥
な
も
の
で
す
。『
六
十
年
史
』
は
戦
後
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）

年
で
、
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
新
制
に
変
わ
っ
て
い
く
時
で
、

関
西
学
院
は
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、

ド
サ
ク
サ
紛
れ
の
中
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
す
。
何
か
作
ら
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
使
命
に
燃
え
ら
れ
て
何
人
か
の
方
で
作
ら
れ
て

い
ま
す
。『
七
十
年
史
』
は
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
で
す
。
こ

れ
は
上
ケ
原
の
拡
大
期
と
い
う
時
期
に
当
っ
て
、
理
学
部
と
社
会
学

部
を
開
設
す
る
と
い
う
見
通
し
が
立
っ
た
時
期
で
す
。
学
生
会
館
が

新
た
に
建
つ
と
か
意
気
揚
揚
た
る
関
西
学
院
と
い
う
時
期
に
書
か
れ

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
『
六
十
年
史
』、『
七
十
年
史
』
の
か
な
り
の
部
分
に
回
顧
録

が
載
っ
て
い
る
の
で
す
。
個
人
名
の
回
顧
録
で
す
。
普
通
学
校
史
を

編
纂
す
る
と
き
に
回
顧
録
を
載
せ
る
か
載
せ
な
い
か
と
い
う
の
は
重

要
な
問
題
で
、
回
顧
録
を
載
せ
る
と
記
念
誌
に
な
る
の
で
す
ね
。
記

念
出
版
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
歴
史
編
纂
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
と
、
私
は
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
『
七
十
年
史
』
な

ど
は
面
白
い
で
す
が
、
た
く
さ
ん
個
人
名
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
歴
史
編
纂
で
大
事
な
こ
と
、
私
は
歴
史
家
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伝
聞
と
か
人
が
書
い
た
も
の
を
鵜
呑
み
に
し
て

信
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
必
ず
間
違
い
が
あ
り
ま

す
。
思
い
間
違
い
、
全
く
無
か
っ
た
こ
と
を
あ
っ
た
よ
う
に
思
っ
て

お
ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

　

そ
の
あ
と
の
八
〇
年
出
版
と
い
う
時
期
は
ご
存
知
の
よ
う
に
大
学

紛
争
で
す
。
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
で
す
。
と
て
も
書
く
余
裕

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
九
〇
年
史
を
と
い
う
よ
り
、
こ

の
時
に
初
め
て
学
院
史
と
し
て
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
出
版
す
る

た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
資
料
を
収
集
整
理
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し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
九
○
周
年
の
前
年
の

一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
に
学
院
史
資
料
室
が
図
書
館
の
一
角
に

設
け
ら
れ
て
、
そ
れ
を
整
理
す
る
人
が
ひ
と
り
、
入
交
光
三
さ
ん
と

い
う
図
書
館
の
生
き
字
引
の
よ
う
な
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ

つ
こ
つ
と
過
去
に
あ
っ
た
も
の
、
使
っ
た
も
の
を
整
理
す
る
と
い
う

こ
と
が
始
ま
っ
て
、
九
〇
年
史
は
出
さ
な
い
で
百
年
史
を
睨
む
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
久
山
康
理
事
長
・
院
長
の
時
代
の
こ

と
で
す
。
久
山
理
事
長
・
院
長
は
、
学
院
史
は
大
事
だ
と
い
う
判
断

で
し
た
し
、
ま
た
資
料
室
初
代
室
長
の
小
林
信
雄
先
生
も
強
く
進
言

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
学
内
で
騒
動
が
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
学
院

史
を
作
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
聞
こ
え

て
き
た
と
こ
ろ
外
注
す
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
結
果
、
柚

木
学
経
済
学
部
教
授
が
百
年
史
編
纂
委
員
長
と
な
り
、
取
り
組
み
始

め
て
ご
存
知
の
よ
う
に
四
巻
本
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
八
年
、
前
後
七
年
間
か
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
前
の
百
周
年
の
時
に
は
写
真
中
心
の
も
の
を
出
そ
う
と
い
う
こ

と
で
、
写
真
で
み
る
『
関
西
学
院
の
一
〇
〇
年
』
を
出
す
と
い
う
こ

と
に
な
り
、『
百
年
史
』
の
前
に
こ
の
委
員
会
が
出
来
て
、
私
も
そ

の
な
か
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
立
派
な
写
真
集
が
出
来
ま
し

た
。
そ
の
後
、
学
院
の
要
職
に
就
い
た
人
た
ち
、
理
事
長
だ
っ
た
り

院
長
、
学
長
に
な
っ
た
り
、
み
な
主
要
な
役
を
さ
れ
た
方
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
終
っ
て
本
格
的
な
『
百
年
史
』
と
い
う
こ
と
で
、

百
周
年
後
、
委
員
会
が
で
き
、
最
初
が
一
九
九
四
年
に
『
関
西
学
院

百
年
史　

資
料
編
Ⅰ
』
が
出
ま
し
て
、
翌
九
五
年
に
『
関
西
学
院
百

年
史　

資
料
編
Ⅱ
』
が
出
て
、
九
七
年
に
『
関
西
学
院
百
年
史　

通

史
編
Ⅰ
』、
九
八
年
に
『
関
西
学
院
百
年
史　

通
史
編
Ⅱ
』
が
出
る

と
い
う
こ
と
で
全
部
終
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
編
纂
委
員
会
は
解

散
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
先
ず
資
料
編
を
ま
と
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
年
史
を
書
く

と
い
う
こ
と
で
、
先
に
資
料
編
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
英

語
の
文
献
が
か
な
り
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
戦
前
の
理
事
会
は
外
国

人
が
ト
ッ
プ
に
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
記
録
は
全
部
英

語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
な
い
で
載
せ
ま
し

た
。
本
文
は
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

五　

学
校
教
育
の
全
課
程
形
成
期
に
入
っ
た
関
西
学
院
と
学
院
史
編
纂

　
『
百
年
史
』
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
関
西
学
院
の
教
育
に
ど

う
い
う
影
響
を
与
え
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
編
纂
す
る
こ
と

の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
関
西
学
院
特
有

の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
編
集
委
員
は
、

そ
の
あ
と
で
学
部
長
や
、
学
長
や
院
長
に
な
っ
た
こ
と
は
学
院
史
を
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作
っ
た
こ
と
の
効
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
人
た
ち
は
学
院
史
を
作
っ
た
こ
と
で
、
改
め
て
関
西
学
院

の
何
か
を
頭
に
叩
き
込
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

実
際
行
政
を
す
る
時
に
そ
れ
が
ど
の
程
度
反
映
し
た
か
ど
う
か
ま
で

分
り
ま
せ
ん
し
、
影
響
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
言
う
こ
と
は
止
め
て
お

き
ま
す
。

　

一
番
大
事
だ
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
家
と
い
っ
た
専
門
家
だ
け
が
集

ま
っ
て
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
関
西
学
院
大
好
き
と
い
う
人
も

お
り
ま
し
た
が
、
そ
う
で
も
な
い
人
、
私
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
横
か
ら

見
た
り
で
い
ろ
ん
な
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
結
果
、
関

西
学
院
の
問
題
と
い
う
の
も
よ
く
分
り
ま
し
た
し
、
関
西
学
院
の
抱

え
て
い
る
将
来
何
を
大
事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
か
と
い
う
事
が
あ

る
程
度
分
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
章
別
を
作
っ
て
い
っ
た
時
、
こ
れ

は
外
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
と
か
が
出
て
き
た
り
し
ま
し
た
。
学

内
だ
か
ら
か
も
分
り
ま
せ
ん
が
、
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
作
っ
て
い

か
な
い
と
、
学
校
と
い
う
の
は
大
海
の
葉
の
よ
う
に
揺
れ
動
い
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
歴
史
と
い
う
も
の
を
無
視
し
た
形

で
い
る
と
、
現
に
揺
れ
動
い
て
い
る
学
校
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
だ

か
ら
、
も
し
も
「
変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
を
あ
る
程
度
維
持
し

よ
う
と
す
る
た
め
に
学
校
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
す
る
こ
と
は
、
良
い
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ギ
ク
シ
ャ
ク
す
る
こ
と
で
何
か
答
え
を

得
て
い
く
方
が
、
何
も
か
も
時
代
の
流
れ
で
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
い

る
よ
り
は
、
そ
の
学
校
と
し
て
は
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
意
見
の
相
違
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、「
変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
と
「
変

え
る
も
の
」
と
の
「
識
別
」
と
「
知
恵
」
を
も
っ
て
、
変
え
て
い
く

も
の
は
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
く
。
変
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
非
常

に
冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
別
に
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
か
そ
う
で
な
い
と
か
に
関
係
な
く
、
あ
る
程

度
識
別
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

関
西
学
院
が
、
今
の
言
葉
で
い
う
「
人
権
」
だ
と
か
、
別
の
こ
と

ば
で
言
う
と
「
人
格
」
だ
と
か
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
な
い
と
い

け
な
い
と
い
っ
て
い
る
も
っ
と
も
背
後
に
あ
る
の
は
、
ど
う
考
え
て

も
キ
リ
ス
ト
教
主
義
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
視
点
か
ら
し
て
も
、

現
在
は
重
要
な
歴
史
的
転
換
点
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

今
年
度
に
は
小
学
校
が
開
校
し
、
来
年
度
に
は
聖
和
大
学
と
の
合

併
で
、
幼
児
教
育
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
幼
児
教
育
、
初
等
教

育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
と
一
挙
に
、
関
西
学
院
は
学
校
教
育
の

全
課
程
を
も
つ
学
園
に
な
り
ま
す
。
関
西
学
院
創
立
一
二
○
年
の
二

○
○
九
年
度
は
、
学
院
史
に
お
い
て
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
で
す
。

　

そ
れ
で
、
今
度
い
つ
学
院
史
が
で
る
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
小
学

校
開
校
、
大
学
学
部
・
大
学
院
の
増
設
と
改
組
、
聖
和
大
学
と
の
合
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併
と
幼
児
教
育
の
開
始
な
ど
は
、
こ
こ
数
年
の
あ
わ
た
だ
し
い
取
り

組
み
で
す
。
現
在
、
こ
こ
に
至
っ
た
学
校
法
人
関
西
学
院
を
総
括
し
、

少
な
く
と
も
自
己
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
段
階
だ
と
い
え
ま
す
。
こ

こ
に
こ
そ
、
い
ま
新
た
な
学
院
史
編
纂
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
心
的

な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
わ
た
し
が
関
わ
っ
て
き
た
編
纂
室
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
ま
す
。
四
冊
の
『
百
年
史
』
を
作
っ
た
段
階
で
、
創
立
一
一
一
周

年
事
業
が
始
め
ら
れ
た
翌
二
○
○
○
年
度
に
「
学
院
史
編
纂
室
」
と

名
前
を
変
え
た
の
で
す
。
資
料
室
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
事
務
的

な
名
前
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
部
屋
の
人
た
ち
で
一
緒
に
考
え
ま

し
た
。
そ
の
時
は
夢
の
よ
う
な
話
を
た
く
さ
ん
し
ま
し
た
。
二
階
に

食
堂
を
作
っ
て
誰
で
も
入
っ
て
来
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
ゆ
っ
た
り

と
下
の
芝
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
て
、
一
階
は
学
校
の
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
分
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
と
。
し
か
し
、
本
意
は
編
纂
室
が
片

隅
の
湿
っ
た
か
び
臭
い
施
設
じ
ゃ
な
く
て
、
非
常
に
積
極
的
な
施
設

に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
美
術
品
な
ど
本
当
は
学
院
史
に
あ
ま
り
関
係
な
い
の
で

す
が
、
永
田
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
て
学
内
に
所
蔵
し
て
い
る
美
術

品
を
今
後
ど
う
し
て
保
管
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
、
整
理
調

査
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
考
え
か
ら
、
博
物
館

の
設
立
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、

学
院
史
編
纂
室
と
い
う
名
前
に
変
え
て
前
向
き
に
い
こ
う
と
、
将
来

の
関
西
学
院
と
い
う
も
の
に
方
向
付
け
を
出
来
る
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
い
く
よ
う
な
活
動
と
し
て
歴
史
編
纂
や
成
果
が
出
る
よ
う

な
も
の
を
目
ざ
し
て
、
常
に
体
制
を
整
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
の

じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
名
前
を
変
え
た
の
で
す
。

　
『
百
年
史
』
の
成
果
と
し
て
は
、
学
院
史
を
出
し
た
後
「
関
学
」

学
と
い
う
総
合
コ
ー
ス
の
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
経
過
は
参
考

資
料
（2）
に
示
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
五
年
度
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

一
九
九
四
年
頃
に
教
務
課
に
柚
木
教
授
等
が
申
請
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
時
こ
ん
な
授
業
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
あ
げ
て
出
来
る
の
か
と
言

わ
れ
ま
し
た
が
、
結
局
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
講
義
を
し
て

ど
う
な
の
か
と
思
っ
て
い
る
人
は
今
で
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
負
け

て
い
て
は
い
け
な
い
で
す
。
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
で

急
流
を
駆
け
登
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
力
が
な
い
と
出
来
な
い
の
で
す
。

こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

永
田　

本
当
に
「
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
過
去
そ
し
て
未
来
へ
展
望
と
い
う
の
と
、
そ
の
役
目
の
重
さ

と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
み
な
さ
ん

の
思
い
が
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
な
た
か
ら
で
も
ご
質
問
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と
か
歴
史
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

山
内
（
本
大
学
名
誉
教
授
）　

久
し
ぶ
り
に
山
本
栄
一
節
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
、
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
に
ラ
イ
ン
ホ

ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー
の
祈
り
の
言
葉
を
引
か
れ
ま
し
た
が
、
実
は
私
、

大
学
紛
争
の
さ
な
か
自
分
な
り
に
悩
ん
で
い
た
時
、
神
学
部
の
チ
ャ

ペ
ル
で
松
村
克
己
先
生
が
こ
の
祈
り
を
読
ま
れ
た
の
を
聞
い
て
大
変

勇
気
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
し
ま
す
。
今
日
の
発
題
に
お
け

る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は
関
西
学
院
設
立
の
目
的
に
か
か
る
寄
付
行

為
第
三
条
の「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
」で
す
が
、こ
こ
で
あ
え
て「
主
義
」

と
い
う
タ
ー
ム
を
入
れ
る
積
極
的
な
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
『
百
年

史
』
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
学
関
西
学
院
が
文
化
と
教
育
一
般

の
地
平
で
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
自
覚
的
に
表
明
す
る
旗

印
、
拠
っ
て
立
つ
「
土
台
」
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
主
義
」
が
排

他
的
な
原
理
主
義
と
混
同
さ
れ
る
危
険
を
避
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
関
西
学
院
の
構
成
員
だ
け
で
な
く
、
全
国
の
い
わ
ゆ
る
ク
ル
ス

チ
ャ
ン
・
ス
ク
ー
ル
関
係
者
の
間
で
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
」
を

め
ぐ
る
共
通
理
解
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
今
後
も
議
論
を
継
続
す
る

必
要
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
関
西
学
院
の
存
在
理
由
を
問
い
続
け
る
こ
と
と
歴
史

編
纂
の
意
味
が
直
結
し
て
い
る
と
い
う
今
日
の
お
話
の
主
旨
は
、
是

非
と
も
全
教
職
員
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。『
百
年
史
』
通

史
編
の
基
本
方
針
、
す
な
わ
ち
一
私
学
の
歴
史
と
い
う
枠
を
超
え
て
、

日
本
の
近
現
代
教
育
史
を
踏
ま
え
る
、
そ
し
て
「
建
学
の
精
神
」
に

基
づ
く
学
院
の
個
性
あ
る
歴
史
像
の
検
証
、
さ
ら
に
将
来
へ
の
希
望

あ
る
展
望
を
明
確
に
す
る
、
こ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
三
語
は
今
後
の
学
院
史
編
纂
作
業
に

お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
プ
リ
ン
シ
プ
ル
で
す
ね
。
五
年
先
に
迫
っ
た

「
一
二
五
周
年
史
」
刊
行
に
向
け
て
、
今
日
出
席
さ
れ
て
い
る
井
上

智
先
生
ら
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
「
学
院
史
」
に
関
わ
ら
れ
た
教
職

員
ス
タ
ッ
フ
を
糾
合
し
、
準
備
作
業
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
ま
た
今
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
『
関
西
学
院
事
典
』

の
改
訂
案
も
あ
り
ま
す
が
、
慶
応
義
塾
が
創
立
１
５
０
周
年
記
念
事

業
と
し
て
『
関
西
学
院
事
典
』
に
範
を
と
っ
た
「
大
事
典
」
を
企
画

し
、
こ
ち
ら
は
頒
価
何
万
円
と
か
聞
き
ま
し
た
。
学
院
史
編
纂
室
が

担
っ
て
い
る
本
質
的
な
役
割
に
つ
い
て
学
院
当
局
の
一
層
の
理
解
と

支
援
を
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

永
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
山
本
先
生
何
か
。

山
本　

い
や
別
に
、
あ
り
ま
せ
ん
。
事
典
の
こ
と
を
触
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、『
百
年
史
』
を
検
討
し
て
い
く
途
上
で
、『
学
院
史
紀
要
』
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と
『
関
西
学
院
事
典
』
は
出
せ
る
の
で
は
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。

い
ろ
ん
な
学
校
が
資
料
集
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
て
い
た
の
で
、
そ

こ
で
『
紀
要
』
を
出
そ
う
と
決
め
て
、『
百
年
史
』
出
版
中
に
毎
年

刊
行
し
、
編
纂
が
終
わ
っ
て
中
断
し
ま
し
た
が
、
編
纂
室
に
な
っ
た

と
き
に
再
刊
し
て
い
ま
す
。
ま
た
『
事
典
』
は
一
度
だ
め
に
な
っ
て

い
た
の
に
一
一
一
周
年
記
念
と
し
て
蘇
り
、
井
上

智
先
生
と
事
に

あ
た
っ
た
の
で
す
が
、
結
果
的
に
は
や
り
た
か
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ

は
出
来
て
い
な
い
の
で
す
。
あ
の
中
に
た
く
さ
ん
の
人
物
を
入
れ
た

か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
で
最
後
の
最
後
ま
で
誰
を
入
れ
て
誰

を
入
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
は
揉
め
る
元
だ
と
、
だ
か
ら
、
も
し
す

る
の
な
ら
『
関
西
学
院
人
物
事
典
』
と
い
う
の
を
作
ら
な
い
と
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。
か
な
り
網
羅
し
た
ら
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

あ
の
事
典
に
は
学
院
の
要
職
に
あ
る
現
職
と
要
職
に
就
い
た
故
人
と
、

故
人
と
な
ら
れ
た
著
名
な
方
だ
け
し
か
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
説
明
も

短
い
も
の
で
、
非
常
に
苦
労
し
た
も
の
で
す
。
私
は
責
任
者
だ
っ
た

の
で
す
が
、
と
て
も
よ
く
働
く
方
も
い
ま
し
た
の
で
、
み
ん
な
忙
し

い
の
に
よ
く
出
来
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
の
本
は
『
百
年
史
』

五
冊
目
と
し
て
『
百
年
史
』
と
同
じ
版
と
装
丁
で
作
っ
た
の
で
す
が
、

こ
う
い
う
も
の
が
出
来
た
学
校
だ
か
ら
た
い
し
た
学
校
だ
と
思
う
と

共
に
、
こ
れ
し
か
出
来
な
い
学
校
か
も
と
。

竹
本
（
本
学
経
済
学
部
教
授
）　

私
は
関
西
学
院
出
身
で
も
な
い
し

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
関
西
学
院

の
組
織
で
は
一
番
異
端
の
存
在
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ
そ

学
院
の
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
」
に
敏
感
に
な
る
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
や
関
西
学
院
出
身
者
以
上
に
敏
感
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ペ
ル
講
話
や
学
部
長
と
し
て
の
挨
拶
を
す
る
場

合
に
一
番
戸
惑
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
よ
く
理
解
し
て
い
な

い
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
い
ろ
い
ろ
な
人
に
聞
い
て
も
明

確
な
答
え
が
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
失
礼
な
言
い
方

だ
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
が
十
分
に
生
き
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
山
本
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
ニ
ー
バ
ー

の
「
変
え
ら
れ
な
い
も
の
」
と
「
変
え
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と

で
い
え
ば
、「
変
え
ら
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
は
、

生
き
た
形
で
今
後
も
長
く
保
持
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
関
西
学
院
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
た
つ
と
い
う
こ
と
は
変
え

ら
れ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
身
を
ど
の
よ
う
に
現
代
的

に
咀
嚼
し
て
、
し
か
も
分
か
り
や
す
く
み
な
に
浸
透
さ
せ
ら
れ
共
感

を
え
る
か
、
そ
こ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
変
え
る
べ
き
で

な
い
も
の
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
ら
せ
な
い
と
い
う
努
力
が

大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



60

山
本　

そ
の
通
り
で
す
。
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

幸
い
と
い
う
事
で
は
な
く
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
か
ら
奇
妙
に
先
生

と
は
別
の
負
い
目
を
持
っ
て
い
て
、
あ
な
た
が
す
べ
き
仕
事
は
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
で
も
、
私
自
身
は
、
個
人
的
に
は
処
理
で
き
る
の
で
す
が
、
学

校
と
い
う
と
こ
ろ
を
通
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
か
な
り
組
み

入
れ
た
ら
い
い
と
以
前
か
ら
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う

に
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
学
は
あ
る
の

で
す
が
、
あ
れ
ひ
と
つ
で
は
な
く
て
何
か
も
う
ひ
と
つ
ど
う
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
人
間
福
祉
学
部
な
ど
で
は
、
や
は
り
キ

リ
ス
ト
教
と
言
葉
を
出
さ
な
く
て
も
人
間
と
は
、
人
格
と
か
の
話
を

し
て
い
く
と
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
触
れ
て
い
く
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
よ
う
に
触
れ
る
学
問
を
ど
の
学
部
で
も
キ
リ
ス
ト
教
学
以
外
に
持

つ
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
、
そ
れ
か
ら
教
育
と
い
う
の
は
技
術
的
な

側
面
だ
け
で
は
な
く
、
関
西
学
院
は
人
格
教
育
を
い
か
に
す
べ
き
か

を
問
い
か
け
た
と
思
い
ま
す
。
本
来
的
に
私
は
人
格
な
ど
教
育
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
に
問
い
掛
け
る
教
育
は
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
意
識
的
に
作
る
と
い
う
こ
と

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
チ
ャ
ペ
ル
以
外
で
、
科
目
に
必
ず
作

る
と
い
う
こ
と
が
要
る
。
そ
の
た
め
に
人
材
が
い
る
と
い
う
ふ
う

に
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
先
生
は
少
数
派
だ
と
思

い
ま
す
。
内
心
で
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
か
な
り
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
口
に
出
さ
れ
る
方
は
非
常
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
先
生

は
そ
れ
を
と
て
も
正
直
に
口
に
出
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

内
々
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
限
り
は
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
が
空
気
み
た
い
に
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
私
は
顕
在
化
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

永
田　

時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
本
日
は
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

学
院
史
編
纂
室
追
記

　

こ
の
第
20
回
関
西
学
院
歴
史
サ
ロ
ン
の
参
加
者
か
ら
頂
い
た
質
疑

応
答
の
う
ち
、
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
一
部
を
掲
載
す
る
。



第20回関西学院歴史サロン

61

学院史資料室開設（図書館貴重図書室一隅を間借り）室長小林信雄（神学部
教授）、 嘱託職員入交光三、アルバイト職員1名（７月）
入交光三作成「資料室分類表（案）｣により資料を分類・整理
溝口重雄主幹事務取扱就任
「学院史資料室規程 ｣制定、施行
「学院史関係公開セミナー」開催（於 千刈セミナーハウス、キリスト教主義教
育研究室共催）
旧日本メソヂスト教会豊予地区教会資料の収集（キリスト教主義教育研究室
と共同）
『学院史資料室分類表』発刊
小林信雄室長海外留学により、室長事務取扱に米倉充（宗教総主事）任命
第1回資料室運営委員会開催
入交光三嘱託職員退職
旧日本メソヂスト教会北九州地区教会資料の収集（キリスト教主義教育研究
室と共同）
Bray 夫人収集のランバス家関係資料、吉岡美国保存資料の受領
溝口重雄事務長、星野久雄主幹就任
資料室顧問に武藤誠名誉教授就任　
豊予地区・山陽地区教会資料の収集（キリスト教主義教育研究室と共同）
村上謙介保存資料の受領
「旧カナダ・メソヂスト教会宣教師報告その他1870-1930年代の資料」をマイク
ロフイルムで収納
校歌資料等の資料展示（於　図書館玄関ホール、産業研究所前ホール）
旧メソヂスト教会近畿地区の教会資料の収集
資料展示を図書館玄関ホール、産業研究所前ホールで開催
宮本義澄主幹就任　　　　　
新設資料収納庫の竣工
『関西学院史資料目録』第1号（５月）、第２号 発刊
「理事会記録綴」（昭和20 ～ 25年）等の受領
上ケ原移転当時の関西学院新聞コピー等の資料展示（於　図書館新館３階、
産業研究所前ホール）
日本人教師住宅C号館に移転完了
溝口重雄事務長定年退職
星野久雄事務長就任
『資料室便り』No.1 発刊
『関西学院史資料目録』第３号発刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神学部より戦前戦後の資料・巡回文庫の移管

1978

1979

1980

1981

1982
1983

1984

1985

　　　　　　　学院史編纂室　年譜　　　
（2008 年 11 月　学院史編纂室作成）

６月

　　＊

４月
９月
11月
　　
　　＊

３月
４月
５月
　　＊

　　＊

　　＊

６月
11月
　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

６月
10月
　　＊

　　＊

　　＊

３月
３月
６月
12月
　　＊

　　＊

参考資料（1）
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1986

1987

1988

1989

1990

1991

小林信雄室長・山内一郎神学部教授（運営委員）、カナダ･アメリカのメソヂス
ト関係資料収集のため出張
研究講演会　「父、H.F. ウッズワースについて ｣（D.E. ウッズワース）
『関西学院史資料目録』第４号、第５号発刊
『資料室便り』No. ２、No. ３ 発刊
研究講演会　「カナダメソヂスト教会の日本伝道について ｣（長野工専　塩入
隆教授）
研究講演会　「在日本メソヂスト諸教会の特質 ｣（山梨英和短大　澤田泰紳教授）
創立100周年記念事業委員会ー事業実行委員会のもとに「記念出版専門委員会 ｣
設置　（委員長　小林信雄室長）
『資料室便り』No. ４、No. ５発刊　　　　　　　　　　　　
『関西学院史資料目録』第６号発刊
星野久雄事務長定年退職
長尾文雄事務長事務取扱就任（1989年より事務長）
「記念出版専門委員会」事務を企画課と分担、嘱託職員２名　アルバイト職員
１名増員
『関西学院の100年』（図録）編集支援
『資料室便り』No. ６発刊
『関西学院史資料目録』第7号（補遺版） 発刊
「新月文庫 ｣の発足（大学図書館との連携）
小林信雄室長・山内一郎神学部教授、カナダ・アメリカで海外資料の収集
『関西学院の100年』（図録）刊行（創立100周年記念事業委員会　記念出版専門
委員会編）
「旧海軍地下壕調査委員会」設置（事務局担当）
「記念出版専門委員会」解散
「関西学院100年史編纂委員会 ｣設置（事務局担当）
川崎啓一副主査転入（６月　主任昇格）
「関西学院100年史編纂実務委員会」設置（事務局担当）
座談会「関西学院100年史を考える」（出席者：小林信雄、柚木学、山内一郎、
山本栄一、奥田修、田中康男、長尾文雄）
『資料室便り』No. ７発刊
「西日本大学史担当者会 ｣（1990年発足）に加入（現名称「全国大学史資料協
議会　西日本部会」）
小林信雄室長退任（定年退職）
柚木学室長（経済学部教授）就任<在任　1994年３月まで>、資料室顧問に小
林信雄名誉教授就任<在任1999年３月まで>
「関西学院100年史編纂委員会 ｣「関西学院100年史編纂実務委員会 ｣を「関西
学院百年史編纂事業委員会」 「関西学院百年史編集委員会 ｣に名称変更（事務
局担当）
『関西学院史紀要』創刊号（関西学院百年史編集委員会編）発刊　
山内一郎運営委員、G.E. バスカム運営委員は、北米のメソヂスト教会関係の大

８月

10月
　　＊

　　＊

１月

２月
　　＊

　　＊

　　＊

 3月
６月
　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

８月
11月

11月
３月
４月
４月
５月
11月

　　＊

　　＊

３月
４月

４月

６月
９月
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1992

1993

1994

1995
1996

1997
1998

1999

学資料室と図書館、ランバス家、ニュートン家親族を訪問し、資料収集
「旧海軍地下壕調査委員会｣、理事会に「旧海軍地下壕調査委員会報告」を提出（調
査活動終了）
座談会「キリスト教主義教育学校史を考える」（出席者：河野仁昭、遠藤トモ、
若山晴子、西口忠、柚木学）
『関西学院史資料目録』（暫定版）発刊
中西良夫百年史編集委員、北米のドルー大学資料室を訪問、資料探索
『関西学院史紀要』第2号発刊
G. E. バスカム運営委員は北米のメソヂスト教会関係の資料収集
座談会「学院史資料に見る関西学院の半世紀 ｣　（出席者： 柚木学、山内一郎、
山本栄一、井上 智、中西良夫）
中西良夫百年史編集委員はエモリー大学資料室で資料探索
『関西学院史紀要』第３号発刊
『関西学院百年史　資料編Ⅰ』（百年史編纂事業委員会編）刊行　
柚木学室長退任　長尾文雄事務長退職
畑道也室長（文学部教授）就任　<在任　1996年３月まで>　　　
山本喜一郎事務長就任
『関西学院史紀要』第４号発刊
『関西学院百年史　資料編Ⅱ』（百年史編纂事業委員会編）刊行
畑道也室長退任　宮本義澄主査定年退職
山本栄一室長（経済学部教授）就任<在任　2005年３月まで>
「全国歴史資料保存利用機関連絡協議会」（1976年発足）に加入
『関西学院史紀要』第５号発刊
『関西学院百年史　通史編Ⅰ』（百年史編纂事業委員会編）刊行
『関西学院百年史　通史編Ⅱ』（百年史編纂事業委員会編）刊行　（『通史編　索
引』は1999年３月刊行）
学院史資料室事務室　旧日本人住宅から時計台に移転
「百年史 ｣編纂事業プロジェクト、３月末をもって終了
資料室顧問に柚木学名誉教授就任　<在任　2000年３月まで>
川崎啓一主任転出、池田裕子副主査転入
第２次時計台利用検討委員会の答申に基づき、将来時計台が「関西学院記念館 ｣
として整備完了するまで「時計台管理運営委員会 ｣を組織し、資料室が時計台
全体を管理することとなる
『資料室便り』No. ８復刊
「大学史研究会」に加入
第１回関西学院歴史サロン開催　「大学と私」（海老坂武文学部教授）　
「111周年記念事業 ｣の一環（事務局校友課）で『関西学院事典』が制作される
こととなり、「関西学院事典編纂委員会 ｣発足、その下に同編集委員会（山本
栄一委員長）を構成（事務局学院史資料室）
池田裕子副主査、ベーツ院長の胸像をめぐってカナダへ出張
『資料室便り』No. ９、No.10 発刊

９月  

11月

　　＊

　　＊

　　＊

　　＊

３月

　　＊

　　＊

３月
３月
４月
６月
　　＊

５月
３月
４月
　　＊

　　＊

５月
１月

１月
３月
４月
６月
　　＊

　　＊

　　＊

５月
６月

　　＊

　　＊
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2000

2001

2002

第２回関西学院歴史サロン「ランバスの頃のキリスト教伝道」（藤田太寅総合
政策学部教授）
「神戸外国人居留地研究会」（1998年発足）に加入
学院史編纂室に改組、「学院史編纂室規程」改正施行（「学院史資料室規程」は
改称）
美術顧問に永田雄次郎文学部教授就任　<在任　2007年３月まで>
山本喜一郎事務長転出、高橋正事務長就任
「全国大学史資料協議会 ｣全国総会・研究会（於　本学、学会開催補助・111周
年記念事業冠学会補助）
『関西学院史紀要』第６号（学院史編纂室編）発刊
『学院史編纂室便り』No.11、No.12 発刊（『資料室便り』改題）
第３回関西学院歴史サロン「知られざる学院史の一齣―民芸運動との関わりを
めぐって―」（神田健次神学部教授）
第４回関西学院歴史サロン「商科九十年の歴史を『関西学院百年史』から学ぶ」
（福井幸男商学部教授）
編纂室顧問に小林信雄名誉教授就任　<在任　2004年３月まで>
松尾繁晴主幹就任
『関西学院事典』（関西学院事典編集委員会編）刊行（関西学院創立111周年記
念事業）
『関西学院史紀要』第７号発刊
『学院史編纂室便り』No.13、No.14発刊
第５回関西学院歴史サロン「ノーマン家の人々の生と挫折ー『関西学院百年史』
外伝ー」（竹本洋経済学部教授）
第６回関西学院歴史サロン「『自分のためのMastery for Service』をめぐって」
（宮原浩二郎社会学部教授）
神戸市立小磯記念美術館「明治・大正神戸生まれの芸術家たち展」に神原浩作
品１点、神戸そごう店「2001年　神戸聖書展」に河上丈太郎愛用聖書１点、西
宮市大谷記念美術館「名所を描く」展に神原浩作品２点貸出
第１回関西学院史研究月例会開催「戦中・戦後を関西学院の学生として過ごし
て」（大谷晃一帝塚山学院大学名誉教授）
「学院史編纂室の将来構想について ｣を理事長宛提出
学院史編纂室共同研究プロジェクト発足　研究テーマ「院長研究―ベーツ― ｣（主
任研究員山本栄一）、「関西学院の戦前・戦中・戦後」（主任研究員井上 智）　
第２回関西学院史研究月例会「原田の森と上ケ原で学んで」（小寺武四郎名誉
教授）
第３回関西学院史研究月例会「教会史から見る学院史―吉岡・定方・外村・ヴォー
リズなど―」（大島襄二名誉教授）
第４回関西学院史研究月例会「はじめに女子学生ありき」（仲原晶子名誉教授）
第７回関西学院歴史サロン「キリスト教主義教育の関西学院よ　何処へ」（武
久堅文学部教授）　
第８回関西学院歴史サロン「関西学院と中国」（小玉新次郎名誉教授）
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2003

2004

『関西学院史紀要』第８号発刊
『学院史編纂室便り』No.15、 No.16発刊　　　　　　　
池田裕子副主査　北米に出張、ニュートン第３代院長に関する資料の調査・収
集
ホームカミングデーでの展示（於　関西学院会館）、テーマ「ベーツ先生と高
商 ｣　
吉岡美国第２代院長没後55年を記念し、華開院（京都）で墓前礼拝（秘書室案
内、ご令孫吉岡美和夫妻参列）
松尾繁晴主幹定年退職　
比留井弘司主幹就任
第５回関西学院史研究月例会「高商の盛衰とその背景」（安田長兵衛ＯＢ）
第６回関西学院史研究月例会「大学紛争で得たもの、失ったもの―一職員の視
点―」（山口恭平関西学院理事）
第７回関西学院史研究月例会「高等部における読書科の歩み」（宅間紘一高等
部教諭）
第８回関西学院史研究月例会「J.C.C. ニュートン院長」（天川潤次郎名誉教授）
第９回関西学院史研究月例会「関西学院とハンセン病療養所」（長尾文雄元本
学職員）
第９回関西学院歴史サロン「関西学院スポーツ史話～神戸・原田の森篇～」（米
田満名誉教授）
『関西学院史紀要』第９号発刊
ベーツ第４代院長の曾孫にあたるスコット・ベーツ氏から預かりの「ベーツ日
記 ｣の翻刻に着手（翌年７月末終了）
明治期における普通学部の学生が発行した手書き英文誌 The Maya Arashiを翻
刻
ホームカミングデーでの展示（於　関西学院会館）、テーマ「思い出は母校と
ともに～原田の森の宣教師たち ｣
「学院史編纂室便り ｣No.17、 No.18発刊
『関西学院史紀要資料集Ⅰ　旌忠碑』（プレート起草委員会、学院史編纂室編）
発刊
第10回関西学院史研究月例会「ＥＳＳ部史から見た『英語の関学』」（神崎高明
言語教育研究センター教授）
第11回関西学院史研究月例会「大正時代　関西学院の詩人たち―その光と影」
（高橋夏男兵庫県現代詩協会常任理事）
第12回関西学院史研究月例会「高等部の現状と展望」（畑道也院長、高中部長）
第10回関西学院歴史サロン「大学紛争と大学改革」（田中敏弘名誉教授）
第11回関西学院歴史サロン「ウォルター・Ｒ・ランバスの人と思想」（山内一
郎理事長・名誉教授）
第12回関西学院歴史サロン「ピンソン著『ランバス伝』から見たウォルター・Ｒ・
ランバス像」（半田一吉名誉教授）
第13回関西学院歴史サロン「ウォルター・Ｒ・ランバスの瀬戸内伝道圏構想」（神
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2005

2006

田健次神学部教授）
『関西学院史紀要』第10号発刊
『学院史編纂室便り』No.19、 No.20発刊
北米のランバスゆかりの地とランバスファミリーの子孫を訪問する旅（学院首
脳による実施）に、池田裕子副主査随行（ランバス大学などランバス資料所蔵
大学アーカイブスとの交流、ノースカロライナ大学チャペルヒル校訪問、ニュー
トン資料調査）
大学図書館・学院史編纂室共催「創立者ウォルター・ラッセル・ランバスのた
どった足跡―生誕150周年を記念して― ｣展（大学図書館特別展示、　10月８日
～ 11月27日）および学術資料講演会「ウォルター・R・ランバスの瀬戸内伝道
圏構想」（神田健次神学部教授、11月18日）
W・R・ランバス生誕150周年記念行事（大学主催）「ヴォーリズの『祈りのかた
ち』｣展（於　時計台2階、10月８日～ 11月14日）　　
小寺武四郎名誉教授遺族からの受講・講義ノート等の寄贈
堀経夫名誉教授遺族・関係者から寄贈された受講・講義ﾉｰﾄ、書簡等の大学図
書館からの移管
山本栄一室長 退任　<任期途中>
神田健次室長（神学部教授）就任　<在任　2006年３月まで>　
高橋正事務長転出、花田司事務長就任
総合教育研究室主催「2005年総研プロジェクト週間 ｣で「貴重資料の電子媒体 ｣
の研究成果の展示
第13回関西学院史研究月例会「大熊氏廣『関西学院監督ランバス銅像』および
『関西学院名誉院長吉岡美国銅像』をめぐって」（永田雄次郎文学部教授）
第14回関西学院史研究月例会「今東光研究補遺ー関西学院時代を中心として」
（矢野隆司ＯＢ）
第15回関西学院史研究月例会「韓国に於けるヴォーリズの働き」（神山美奈子
近江兄弟社中学校教諭）
第16回関西学院史研究月例会「ランバス博士のブラジルでの足跡」（多田義治
（財）日伯協会常任理事）
第14回関西学院歴史サロン「第二代院長吉岡美国の生涯と敬神愛人」（井上
智経済学部教授）
第15回関西学院歴史サロン「ヒロシマ　平和運動と関西学院」（近藤紘子（財）
チルドレン・アズ･ザ・ピースメーカーズ国際関係相談役）　（キリスト教と文
化研究センター共催）
ホームカミングデーでの展示（於　関西学院会館）、テーマ「学院英字新聞か
ら見た『原田の森』の学生生活 ｣
『関西学院史紀要』第11号発刊
『学院史編纂室便り』 No.21、 No.22発刊
辻学室長（商学部助教授）就任〈在任　2007年３月まで〉　
総合教育研究室主催「2006年総研プロジェクト週間 ｣で「貴重資料の電子媒体 ｣
の研究成果の展示（２年目）
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2007

第17回関西学院史研究月例会「『矢内日記』に見る戦争と関西学院中学部」（池
田忠詮OB）
第18回関西学院史研究月例会「関西学院の歌―『空の翼』を中心に―」（網干
毅文学部教授）
第19回関西学院史研究月例会「カナダメソヂストを通した、ＫＧと静岡英和の
縁　幻の関西学院院長」（磯貝暁成初等部長予定者）
第20回関西学院史研究月例会「西灘村原田五百九拾番地に生を享けてー関西学
院とともに歩んだ道ー」　（中條順子元本学職員）
第16回関西学院歴史サロン「日本の教育史のなかにおける関学奉安庫」（湯木
洋一名誉教授）
第17回関西学院歴史サロン「Mastery　for　Service の光と陰」（宮原浩二郎社
会学部教授、辻学商学部助教授）
院長研究プロジェクト神田健次主任研究員、創設者W.R. ランバスの中国にお
ける足跡を調査（中国訪問）
池田裕子副主査、バスカム元宣教師夫人など３人の方々の所蔵資料の調査のた
め北米に出張
吉岡記念館ホームページ「関西学院を創った人たち ｣の作成協力
小磯記念美術館特別展「受贈記念　石坂春生展 ｣に本学所蔵作品３点貸出
『関西学院史紀要』第12号発刊
『学院史編纂室便り』 No.23、  No.24発刊
「関西学院を育てた人―第２代院長吉岡美国」展（吉岡記念館主催、於　吉岡
記念館）で展示品提供を含め協力、  同展覧会をホームカミングデーでも開催
辻学室長 退任　<任期途中>
永田雄次郎室長（文学部教授）就任、学院史編纂室顧問に井上 智（経済学部
教授）就任
花田司事務長転出、比留井弘司事務長・桑代正一主幹就任
第21回関西学院史研究月例会「関西学院とＹＭＣＡ」（中道基夫神学部准教授）
第22回関西学院史研究月例会「関西学院上ケ原キャンパス開設80周年」（田淵
結文学部教授）
第23回関西学院史研究月例会「関西学院大学文学部心理学研究室85年史の編纂
にあたって」（宮田洋名誉教授）
第18回関西学院歴史サロン「関西学院と宣教師の先生方」（宮田満雄名誉教授）
第19回関西学院歴史サロン「中国におけるＷ．Ｒ．ランバスの足跡を求めて」（神
田健次神学部教授）
日本民家集落博物館（豊中市）臨時企画展「鳥越憲三郎メモリアル―日本で初
めて野外博物館を作った男」に資料提供
滋賀県立近代美術館「ウィリアム・メレル・ヴォーリス ｣展に資料提供
「全国大学史資料協議会」全国研究会（テーマ「創立期大学史資料の特色）で
池田裕子副主査が研究報告「関西学院創立初期の宣教師関係資料―北米での調
査・資料収集からその活用まで―」
『関西学院史紀要』第13号発刊
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2008
『学院史編纂室便り』 No.25、  No.26発刊
大学博物館開設準備室開設　桑代正一主幹転出
『関西学院史紀要』第14号発刊
『学院史編纂室便り』 No.27発刊
第24回関西学院史研究月例会「関西学院と讃美歌―特に由木康を中心に―」　
（北村宗次元神戸栄光教会牧師）
第25回関西学院史研究月例会「上ケ原移転後の教職員の住居―甲東園近隣を中
心にして―」（磯由美子元松蔭中学・高等学校長）
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