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百
四
十
年
の
歴
史

　

同
窓
会
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
お
元
気
に
ご
活
躍
の
こ
と
と
拝

察
い
た
し
ま
す
。
常
日
頃
か
ら
物
心
両

面
に
わ
た
り
温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ

き
、
同
窓
会
の
運
営
も
ス
ム
ー
ス
に

い
っ
て
い
ま
す
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
こ
の
三
月
に
は
二
百
三
十
名

の
学
部
卒
業
生
と
四
十
六
名
の
大
学
院

修
了
生
を
同
窓
会
正
会
員
に
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
毎
年
、
着
実
に
会

員
数
が
増
え
、
各
地
で
活
躍
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。
頼
も
し
い
限
り
で
す
。
卒

業
生
、修
了
生
に
は
同
窓
会
か
ら
卒
業
・

修
了
の
記
念
品
と
し
て
「
電
波
時
計
付

き
フ
ォ
ト
ス
タ
ン
ド
」
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
ま
し
た
。「
こ
れ
か
ら
は
時
間
管
理

が
大
切
で
す
よ
」
と
「
大
切
な
想
い
出

を
常
に
身
近
な
と
こ
ろ
に
」
と
い
う
二

つ
の
意
味
を
こ
め
て
…
…
。

　

時
間
管
理
と
い
え
ば
、
日
々
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
現
役
時
代
は
秒
と
は
い

い
ま
せ
ん
が
分
単
位
で
追
わ
れ
る
毎

日
で
し
た
が
退
職
後
の
今
は
「
日
時

計
」
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

ノ
ン
ビ
リ
し
て
い
る
よ
う
で
も
時
間

の
流
れ
は
速
く
、
一
週
間
な
ん
か
は

「
あ
っ
」
と
い
う
間
で
す
し
、
一
ヶ
月

も
「
お
っ
」
と
い
う
間
で
す
。
つ
い
先

日
の
二
月
十
五
日
に
植
え
た
ジ
ャ
ガ
イ

モ
は
「
あ
っ
」
と
い
う
間
に
芽
を
出
し
、

今
、
薄
紫
の
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
四
月
は
じ
め
に
蒔
い
た
野
菜
や

ハ
ー
ブ
も
日
増
し
に
大
き
く
成
長
し
て

い
ま
す
。
今
日
は
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
や
パ

プ
リ
カ
な
ど
の
苗
を
「
連
れ
」
の
指
示

ど
お
り
に
植
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
が

食
卓
に
出
て
く
る
の
に
は
そ
う
時
間
が

か
か
り
ま
せ
ん
。
楽
し
み
で
す
。

　
「
歳
を
取
る
と
時
が
た
つ
の
を
速
く

感
じ
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
確
か
に
そ

の
と
お
り
で
す
。
地
球
の
自
転
速
度
は

遅
く
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
速
く
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
加
齢
と
と

も
に
体
内
時
計
の
テ
ン
ポ
が
速
く
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
動
作
は
遅
く

な
っ
て
き
ま
す
が
…
…
。

　

さ
て
、
時
間
の
話
を
し
て
き
ま
し
た

が
我
が
愛
媛
大
学
教
育
学
部
は
、
今

（
二
〇
一
六
）
年
、
そ
の
前
身
校
で
あ

る
愛
媛
県
師
範
学
校
の
設
立
（
明
治
九

（
一
八
七
六
）
年
八
月
）
か
ら
数
え
て

百
四
十
年
目
を
迎
え
ま
す
。「
明
治
は

遠
く
な
り
に
け
り
」
と
い
い
ま
す
（
い

い
ま
し
た
）
が
、
師
範
学
校
の
設
立
が

つ
い
先
日
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
に

せ
、
私
は
「
地
質
屋
：
や
ま
し
く
な
い

山
師
」
で
す
の
で
「
地
球
は
四
六
億
年

前
に
で
き
た
」
と
い
う
時
間
概
念
で
も

の
を
見
ま
す
？
の
で
百
年
や
二
百
年
は

…
…
。
ち
な
み
に
「
南
海
地
震
」
は

九
五
年
か
ら
一
五
〇
年
の
再
来
周
期
で

起
き
て
い
ま
す
。
前
回
、
昭
和
の
南
海

地
震
は
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年

十
二
月
に
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
百

年
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

愛
媛
県
師
範
学
校
が
設
立
さ
れ
た
明

治
九
（
一
八
七
六
）
年
は
、
ま
だ
ま
だ

江
戸
時
代
の
古
き
も
の
を
引
き
ず
っ
て

い
た
時
代
で
、「
廃
刀
令
」
が
出
さ
れ

た
り
、
香
川
県
が
愛
媛
県
に
合
併
さ
れ

た
り
、
…
…
、
愛
媛
新
聞
が
創
刊
さ
れ

た
年
で
も
あ
り
ま
す
。全
国
的
に
は「
地

租
改
正
反
対
」
の
大
規
模
な
農
民
一
揆

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
愛
媛
県

師
範
学
校
の
設
立
と
同
じ
時
に
札
幌
農

学
校
も
開
校
し
て
い
ま
す
。
前
年
の
明

治
八
（
一
八
七
五
）
年
一
月
に
秋
山
好

古
が
三
津
浜
港
か
ら
代
用
教
員
に
な
る

べ
く
大
阪
へ
向
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
は
ご
承
知
の
よ
う
に
代
用
教
員
か
ら

本
教
員
、
そ
し
て
陸
軍
士
官
学
校
に
入

学
し
、
第
三
期
生
と
し
て
卒
業
、
陸
軍

大
将
に
ま
で
昇
進
し
て
い
ま
す
。
退
役

後
、
帰
郷
し
北
予
中
学
校
校
長
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
ご
承
知
の
よ
う
に
夏
目

漱
石
（
一
八
六
七
か
ら
一
九
一
六
）
は

明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
四
月
か
ら

一
年
間
、
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
（
松

山
中
学
校
）
で
教
鞭
を
と
り
、
こ
の

松
山
で
の
経
験
を
も
と
に
明
治
三
九

（
一
九
〇
六
）年
に
小
説「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
小
説
の
中

に
「
中
学
と
師
範
と
は
ど
こ
の
県
下
で

も
犬
と
猿
の
よ
う
に
仲
が
わ
る
い
そ
う

だ
。
な
ぜ
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
る

で
気
風
が
合
わ
な
い
。
何
か
あ
る
と
喧

嘩
を
す
る
。」
と
い
う
一
節
が
あ
り
喧

嘩
シ
ー
ン
も
出
て
き
ま
す
。
私
た
ち
の

先
輩
と
松
山
中
学
校
の
生
徒
が
石
手
川

の
土
手
？
で
喧
嘩
し
て
い
た
光
景
を
思

い
浮
か
べ
る
と
百
数
十
年
前
の
出
来
事

が
昨
日
の
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
の
先
輩
、
な
か
な
か
の
猛

者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
な
お
、「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表

さ
れ
た
同
じ
年
に
、
桜
井
忠
温
の
「
肉

弾
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
が
近
代
国
家
へ
と
発
展
し
て
ゆ

く
時
代
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
か

ら
国
の
根
幹
を
な
す
教
育
を
担
う
教
員

を
養
成
し
て
き
た
愛
媛
県
師
範
学
校
、

さ
ら
に
愛
媛
県
女
子
師
範
学
校
、
官
立

愛
媛
師
範
学
校
、
愛
媛
青
年
師
範
学
校

と
脈
々
と
し
た
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
昭

和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
五
月
愛
媛
大

学
教
育
学
部
と
し
て
発
足
し
、
今
日
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
伝
統
あ
る
私
た
ち
の
同
窓
会
の

懇
親
会
が
八
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
ま

す
。
師
範
学
校
設
立
一
四
〇
周
年
記
念

の
会
も
兼
ね
、
楽
し
い
会
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
百
四
十
年
の
歴
史
を

築
い
て
き
た
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
同
窓
会
の
運

営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

愛
媛
大
学
教
育
学
部

　
　
　
　

同
窓
会
会
長

高
橋
　
治
郎

表
紙

　
「
魚
市
場
初
競
り
」
…
…
…
�
菊
池　

祥
裕

　

題
字　

元
愛
大
教
育
学
部
教
授
�菊
川　

國
夫

　
「
百
四
十
年
の
歴
史
」…
…
…
…
…
…
…
⑴

�

教
育
学
部
同
窓
会
会
長　

高
橋　

治
郎

心
　
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
⑵

　
「
今
『
豊
か
な
感
性
の
教
育
』
を
」

�

菅
田　
　

顕

学
部
の
今
…
…
…
…
…
…
…
…
…
⑶

　

研
究
室
紹
介　

特
別
支
援
教
育
講
座

　
「
立
入　

哉　

研
究
室
」

「
わ
く
わ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
タ
デ
ー
活
動
」

　
　

久
米
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
⑸

学
内
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
…
…
…
…
⑺

◦
教
育
学
部
留
学
生
歓
迎
会
を
開
催
し
ま
し
た

◦
教
育
学
部
が
今
治
市
教
育
委
員
会
と
連
携

協
力
事
業
の
調
印
を
行
い
ま
し
た

◦
小
中
教
職
員
研
修
拠
点
と
な
る
「
松
山
市

教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
」
の
開
所
式
が
あ
り

ま
し
た

◦
韓
国
・
世
宗
市
立
燕
東
中
学
校
で
生
徒
と

の
交
流
会
を
し
ま
し
た

職
場
だ
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
⑼

「『
子
ど
も
の
笑
顔
の
花
』
を
咲
か
せ
た
い
」

　

松
山
市
・
附
属
小
教
諭�

濱
田　
　

圭

「『
結
（
ゆ
い
）』
の
心
で
座
敷
雛
」

　

八
幡
浜
市
・
真
穴
小
教
諭�

大
野　

純
子

「
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ー
ト
を
越
え
て
」

　

四
国
中
央
市
・
土
居
中
教
諭�

中
村　

将
志

表
紙
作
品
「
魚
市
場
初
競
り
」
に
つ
い
て
�⑾
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今
 

「
豊
か
な
感
性
の
教
育
」を

　

子
ど
も
に
と
っ
て
、「
自
分
探
し
の

旅
」
が
学
校
生
活
に
は
あ
る
と
い
う
。

そ
の
旅
の
途
中
で
出
会
う
で
あ
ろ
う
教

師
は
、
子
ど
も
達
を
ど
の
よ
う
に
出
迎

え
、
ど
の
よ
う
に
も
て
な
し
、
未
来
へ

の
旅
立
ち
を
さ
せ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

　

坂
村
真
民
先
生
は
、

　
　

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら

　
　

ま
ず
一
番
身
近
な
者
た
ち
に

　
　

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
よ
う

　
　

ま
ず
し
い
け
れ
ど

　
　

こ
こ
ろ
豊
か
に
接
し
て
い
こ
う

　
　

と
書
き
綴
っ
て
い
る
。

　

こ
の
坂
村
先
生
の
意
と
同
じ
も
の
を

体
し
て
い
る
教
師
は
、
教
育
の
場
で
出

会
う
子
ど
も
達
に
、常
に
「
一
期
一
会
」

の
心
根
で
以
て
接
し
、
慈
愛
溢
れ
る
眼

差
し
、
言
動
で
以
て
、
愛
お
し
い
思
い

で
以
て
子
ど
も
達
を
育
み
育
て
て
い
る

姿
が
あ
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
先
生
は
、「
二
十
一
世

紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ
」
の
珠
玉
の
文

章
の
中
で
、
子
ど
も
達
に
、

　
「
し
っ
か
り
と
し
た
自
分
を
確
立
し

て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
自
分
に
き
び

し
く
、
相
手
に
は
や
さ
し
く
そ
し
て
、

他
人
の
い
た
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
い
た
わ
り
の
心
を
も
つ
人
で
あ
っ
て

ほ
し
い
。
そ
れ
ら
を
訓
練
す
る
こ
と

で
、
自
己
が
確
立
さ
れ
、“
た
の
も
し

い
君
た
ち
”
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。」

と
熱
く
子
ど
も
達
に
語
り
か
け
て
い

る
。

　

子
ど
も
達
が
、
こ
の
司
馬
先
生
の
思

い
に
共
感
、
共
鳴
し
、
今
を
懸
命
に
生

き
よ
う
と
志
し
、
ず
っ
し
り
と
た
く
ま

し
い
足
ど
り
で
大
地
を
確
り
と
踏
み
し

め
つ
つ
旅
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
楽
し

く
て
心
と
き
め
く
旅
を
す
る
た
め
に
、

教
師
自
身
も
又
、
よ
き
先
達
と
し
て
の

旅
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に

は
教
師
も
、「
自
に
厳
他
に
慈
」
で
も
っ

て
、
自
己
確
立
を
目
指
し
懸
命
に
今
を

生
き
よ
う
と
日
々
精
進
努
力
す
る
人
間

性
豊
か
な
感
性
の
持
ち
主
と
し
て
歩
ん

で
い
る
姿
に
、
子
ど
も
達
は
感
銘
し
、

共
に
生
き
よ
う
、
共
に
育
と
う
と
す
る

風
土
が
芽
生
え
て
く
る
。

　

雪
国
の
宿
で
，
旅
行
く
大
人
が
旅
行

く
子
ど
も
に
た
ず
ね
た
。

　
「
雪
が
と
け
る
と
な
ん
に
な
る
か
」

と
。

　

子
ど
も
は
即
座
に
こ
た
え
た
。

����

「
春
に
な
る
」
と
。　
　
　
　
　

　

な
ん
と
、
し
な
や
か
で
お
お
ら
か
な

心
を
も
つ
子
ど
も
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
大
人
自
身
、
己
の
感
性
を
問
わ
れ
る

厳
し
い
子
ど
も
の
こ
た
え
で
も
あ
る
。

　

そ
の
時
、「
は
っ
」
と
心
に
感
じ
た

大
人
は
、
厳
し
い
冬
を
耐
え
て
春
を
待

つ
子
ど
も
の
心
に
感
じ
、
雪
解
け
水
が

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
き
、
さ
ら
さ
ら
と
春
を

告
げ
る
せ
せ
ら
ぎ
と
な
っ
て
流
れ
ゆ
く

情
景
を
描
き
な
が
ら
、
限
り
な
い
自
然

の
恵
み
と
素
晴
ら
し
さ
を
語
っ
た
に
違

い
な
い
。

　

人
生
の
先
達
と
し
て
の
教
師
に
は
、

「
悲
し
み
を
秘
め
た
強
さ
の
あ
る
優
し

さ
」
を
も
ち
、
自
分
を
常
に
厳
し
く
見

つ
め
、
律
し
、「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」

で
は
な
く
、「
こ
れ
で
い
い
の
か
」
と

自
分
に
問
い
糾
し
、
常
に
課
題
意
識
と

鋭
く
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
五
感
を
も
ち
、

子
ど
も
と
同
化
す
る
中
で
、「
啐
啄
同

時
」
の
言
動
が
と
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

旅
行
く
子
ど
も
達
が
こ
の
よ
う
な
豊

か
な
感
性
と
た
く
ま
し
い
実
践
力
を
も

つ
教
師
に
出
会
う
と
き
、青
春
が
弾
み
、

息
づ
き
、
と
き
め
く
に
ち
が
い
な
い
。

　

次
の
詩
を
、
常
に
自
己
確
立
を
目
指

し
懸
命
に
日
々
研
鑽
に
励
む
若
き
教
師

の
方
に
贈
り
た
い
。

「
私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き
」

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

自
分
が
真
理
か
ら
目
を
そ
む
け
て

子
ど
も
た
ち
に
本
当
の
こ
と
が
語

れ
る
か

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

自
分
が
未
来
か
ら
目
を
そ
む
け
て

子
ど
も
た
ち
に
明
日
の
こ
と
を
語

れ
る
か

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

自
分
が
理
想
を
も
た
な
い
で

子
ど
も
た
ち
に
胸
を
張
れ
と
言
え

る
か

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

自
分
が
ス
ク
ラ
ム
の
外
に
い
て

子
ど
も
達
に
仲
良
く
し
ろ
と
言
え

る
か

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

一
人
手
を
汚
さ
ず
に
自
分
の
腕
を

組
ん
で

子
ど
も
た
ち
に
が
ん
ば
れ
と
言
え

る
か

私
が
先
生
に
な
っ
た
と
き

自
分
の
戦
い
か
ら
目
を
そ
む
け
て

子
ど
も
た
ち
に
勇
気
を
出
せ
と
言

え
る
か

菅
田
　
　
顕

（
昭
三
四
卒
）

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666

「
人
に
恵
ま
れ
た
教
員
生
活
」

　

大
洲
市
・
大
洲
南
中
教
諭
…
市
橋　

明
子

先
輩
を
偲
ぶ
…
…
…
…
…
…
…
…
⒀

　

林
傳
次
先
生
遺
稿
集「
把
翠
」を
繙
く（
十
三
）

　

村
上
節
太
郎
先
生
を
偲
ぶ

文
　
芸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
⒂

　

川　

柳
「
子
を
叱
る
」��

丹
下　

友
和

　

絵
手
紙
「
自
然
の
移
り
か
わ
り
」

�

宮
内　

久
司

　

俳　

句
「
春
夏
秋
冬
」�

平
野　

範
里

　

短　

歌
「
荒
地
に
花
を
」�

平
井　

直
子

会
員
の
声
…
…
…
…
…
…
…
…
…
⒄

　
「
師
範
学
校
か
ら
教
育
学
部
へ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
峯
本　

高
義

　
「
転
依
」…
…
…
…
…
…
…
…
吉
原　

宏
文

教
育
支
援
リ
ス
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

同
期
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

　

昭
和
三
十
三
年
卒
業
生
同
期
会村

上　

嘉
一

学
部
ト
ピ
ッ
ク
ス
…
…
…
…
…
…
�

◦
久
枝
幼
稚
園
で
父
の
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
製
作

「
藍
の
絞
り
染
め
」
を
行
い
ま
し
た

◦
教
育
学
部
で
読
売
新
聞
大
阪
本
社
に
よ
る

出
前
授
業
を
実
施
し
ま
し
た

同
窓
会
支
部
長
会
報
告
…
…
…
…
�

叙
勲
・
受
賞
…
…
…
…
…
…
…
…
⒅

寄
付
者
・
会
報
送
料
送
金
者
名
…
�

敬
　
弔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

原
稿
募
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

放
送
大
学
後
期
入
学
生
募
集
…
…
…
…
…
�

愛
媛
大
学
と
山
形
大
学
で
「
第
六
回

卒
業
・
修
了
合
同
美
術
展
覧
会
」
を

開
催
し
ま
し
た
…
…
…
…
…
…
…
�
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私
と
教
育
学
部

　

私
は
昭
和
六
十
年
に
愛
媛
大
学
教
育

学
部
聾
学
校
教
員
養
成
課
程
を
卒
業
で

す
。
で
す
の
で
、
教
育
学
部
生
だ
っ
た

四
年
間
と
、
平
成
九
年
に
助
教
授
と
し

て
愛
媛
大
に
赴
任
し
て
か
ら
の
年
数
を

合
わ
せ
る
と
二
十
三
年
間
、
文
京
町

キ
ャ
ン
パ
ス
で
様
々
な
方
々
か
ら
の
ご

指
導
を
受
け
、
今
に
至
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
ご
縁
も
あ
り
、
平
成

二
十
四
年
か
ら
同
窓
会
の
副
会
長
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

諸
先
輩
方
の
お
役
に
立
つ
よ
う
な
こ
と

な
ど
で
き
ず
、
い
つ
も
お
願
い
ば
か
り

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

学
生
時
代
、
私
が
四
回
生
の
時
に
愛

媛
大
に
赴
任
な
さ
っ
た
高
橋
信
雄
先
生

の
ご
指
導
を
受
け
、
今
は
亡
き
、
井
原

栄
二
先
生
の
お
世
話
で
徳
島
県
立
聾
学

校
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の

後
、
吉
野
公
喜
先
生
（
高
知
県
立
大
学

元
学
長
）
の
お
声
掛
け
が
あ
り
、
七
年

間
の
現
職
経
験
に
て
聾
学
校
を
退
職

し
、
筑
波
大
学
心
身
障
害
学
系
に
て
修

士
、
博
士
後
期
で
学
ぶ
場
を
得
ま
し

た
。
博
士
後
期
は
大
沼
直
紀
先
生
（
筑

波
技
術
大
学
元
学
長
）
の
ご
指
導
を
仰

ぐ
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
昭
和
大
学
医

学
部
耳
鼻
咽
喉
科
教
室
（
岡
本
途
也
教

授
）
に
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
博
士
後

期
を
中
退
し
、
研
究
協
力
課
の
事
務
職

員
と
し
て
、
再
び
職
を
得
て
、
先
生
方

や
学
生
さ
ん
の
お
世
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
井
原
先
生
の

後
任
と
し
て
採
用
し
て
い
た
だ
き
、
今

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

聴
覚
言
語
障
害
コ
ー
ス
が
な
く
な
る
こ

と
　

こ
の
四
月
か
ら
の
新
学
部
発
足
に
伴

い
、
今
ま
で
は
特
別
支
援
教
育
教
員
養

成
課
程
が
聴
覚
言
語
障
害
コ
ー
ス
と
発

達
障
害
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
た
も
の

が
、
コ
ー
ス
に
分
か
れ
る
こ
と
な
く
養

成
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
も

そ
も
昭
和
二
十
七
年
に
「
聾
教
育
課

程
」
と
し
て
発
足
し
、
聾
学
校
教
員
養

成
課
程
、
さ
ら
に
聴
覚
言
語
障
害
コ
ー

ス
と
、
六
十
四
年
に
渡
り
、
学
部
卒
業

生
約
七
二
〇
名
、
言
語
障
害
教
員
養
成

特
別
専
攻
科
の
卒
業
生
約
二
八
〇
名
の

同
窓
生
を
送
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

聾
課
程
は
、
国
策
と
し
て
全
国
十
の

大
学
に
設
置
さ
れ
、
四
国
に
は
愛
媛
大

学
の
み
に
設
置
が
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
名
称
は
変
わ
り
つ
つ
現
在
ま

で
至
っ
て
来
ま
し
た
が
、今
年
度
、コ
ー

ス
と
し
て
明
確
に
分
離
し
た
教
育
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
本
当

に
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。

聴
覚
言
語
障
害
教
育
の
特
徴
と
独
自
性

　

聴
覚
障
害
児
の
教
育
・
支
援
は
、
ま

ず
対
象
児
の
保
有
聴
力
を
測
定
・
評
価

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
四
号
館

の
三
階
に
は
簡
易
な
防
音
室
が
あ
り
、

近
年
、
生
後
直
後
に
聴
覚
障
害
の
有
無

が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
〇
歳
児
か
ら

の
聴
力
測
定
と
評
価
が
聾
学
校
の
現
場

で
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乳

幼
児
の
聴
力
測
定
法
も
実
機
を
使
用
し

学
習
で
き
る
機
会
を
学
生
に
提
供
し
て

い
ま
す
。
聴
覚
障
害
が
わ
か
れ
ば
、
次

に
補
聴
を
通
し
て
コ
ト
バ
を
教
え
て
い

く
言
語
指
導
法
や
、
さ
ら
に
手
話
を
用

い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
指
導
が
重

要
で
す
が
、
こ
う
し
た
指
導
法
も
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

臨
床
実
習
の
場
と
し
て
、
就
学
相

談
・
教
育
相
談
や
、
補
聴
器
や
教
室
音

響
に
関
す
る
補
聴
相
談
を
受
け
付
け
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
機
会
に
学
生
を
参
加

さ
せ
る
こ
と
で
、
即
戦
力
と
な
る
教
員

の
養
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
附
属
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
の
羽

藤
直
人
先
生
の
ご
指
導
の
下
、
医
学
部

で
の
補
聴
器
外
来
を
実
施
す
る
と
言
っ

た
医
療
と
の
連
携
や
、
愛
媛
県
視
聴
覚

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
松
山
市
手
話
相
談
室

な
ど
の
福
祉
関
係
と
も
連
携
の
も
と
、

学
生
の
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。
聾
学
校
で
の
教
育
実
習
な
ど
教

育
機
関
で
の
実
習
で
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
医
療
機
関
で
の
実
習
、
保
健
機
関

で
の
実
習
、
学
内
で
の
就
学
・
教
育
・

補
聴
相
談
な
ど
様
々
で
豊
富
な
臨
床
実

習
の
場
を
提
供
し
て
い
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
国
内
で
は
唯
一
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

近
年
で
は
大
学
や
大
学
院
で
学
ぶ
聴

覚
障
害
者
も
増
加
の
一
途
で
、
学
内
の

聴
覚
障
害
学
生
へ
の
支
援
も
学
内
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
推
進
室
と
協
力
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。

補
聴
器
研
究
三
十
余
年

　

補
聴
器
は
、
聴
覚
障
害
の
程
度
や
補

聴
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
、
器
種
の
選
択
、

次
に
補
聴
器
内
部
の
調
整
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
最
近
の
補
聴
器
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
て
お
り
、
聞
こ
え
の

状
態
に
合
わ
せ
て
細
か
い
調
整
を
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
成
人
で
あ
れ
ば
、

自
分
の
補
聴
器
の
聞
こ
え
の
状
態
を
コ

ト
バ
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
赤
ち
ゃ
ん
で
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
赤
ち
ゃ
ん
は
自
ら
「
聞
こ
え
る
」

と
言
う
こ
と
す
ら
難
し
い
で
す
か
ら
、

音
響
物
理
的
に
補
聴
器
の
周
波
数
特
性

を
決
定
す
る
方
法
と
、
赤
ち
ゃ
ん
自
身

の
聴
性
反
応
（
聞
こ
え
た
こ
と
に
よ
る

反
応
）
の
観
察
を
組
み
合
わ
せ
た
多
角

的
な
評
価
に
よ
っ
て
、
補
聴
器
の
調
整

研

　究

　室

　紹

　介

特
別
支
援
教
育
講
座

立
入

　
　哉

　研
究
室
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を
進
め
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
音
が

外
耳
道
に
入
り
、
鼓
膜
ま
で
の
距
離
の

間
に
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
物
理

的
に
測
定
し
て
、
周
波
数
特
性
に
反
映

さ
せ
る
と
か
、
Ｖ
Ｒ
Ａ
と
い
う
赤
ち
ゃ

ん
の
音
へ
の
気
付
き
を
測
定
す
る
手
法

を
組
み
合
わ
せ
て
、
補
聴
器
内
部
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
に
反
映
さ
せ
て
い
き
ま

す
。
私
の
最
も
好
き
な
研
究
は
、
乳
幼

児
の
補
聴
器
調
整（
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）

で
す
。
聾
学
校
の
現
場
で
は
、
ニ
ー
ズ

が
高
い
分
野
な
の
で
す
が
、
研
究
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
る
大
学
教
員
は
全
国

で
数
人
し
か
お
ら
ず
、
ま
さ
に
ニ
ッ
チ

な
研
究
分
野
で
す
。

　

昨
年
、
片
側
は
聞
こ
え
る
が
、
も
う

片
側
は
ま
っ
た
く
聞
こ
え
な
い
と
い
う

一
側
性
難
聴
者
向
け
の
新
た
な
補
聴
器

を
作
り
、「
Ｅ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
」
と
名
付
け

ま
し
た
。
現
在
、
特
許
申
請
中
で
、
今

年
度
は
、
中
核
と
な
る
部
品
を
製
造
す

る
企
業
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

国
は
違
う
が
教
育
は
一
緒

　

筑
波
大
で
学
生
だ
っ
た
頃
、
ス
リ
ラ

ン
カ
の
聾
学
校
で
補
聴
器
を
学
び
た
い

と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、

現
地
で
活
躍
し
て
い
た
青
年
海
外
協
力

隊
の
隊
員
の
招
き
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に

数
度
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、

前
述
の
大
沼
元
学
長
と
共
に
タ
イ
の
マ

ヒ
ド
ー
ル
大
学
に
て
講
義
を
担
当
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
パ
レ

ス
チ
ナ
に
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
聾
学
校
を

設
立
し
た
の
で
、
指
導
に
行
っ
て
欲
し

い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
、
三
週
間
ほ
ど

ガ
ザ
に
滞
在
し
、
現
地
の
教
員
と
共
に

聾
教
育
に
没
頭
で
き
ま
し
た
。
所
や
文

化
、
宗
教
は
違
っ
て
い
て
も
、
聞
こ
え

な
い
子
ど
も
は
存
在
し
、
聞
こ
え
な
い

子
ど
も
へ
の
教
育
は
世
界
共
通
だ
と
心

か
ら
思
う
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
補
聴
器

メ
ー
カ
ー
、
Ａ
Ｖ
Ｒ
社
が
世
界
で
初
め

て
Ｆ
Ｍ
電
波
を
受
信
で
き
る
耳
か
け
型

補
聴
器
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
補
聴
器

を
日
本
で
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
ら

な
い
か
と
輸
入
代
理
店
探
し
に
苦
労
し

ま
し
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
の
帰
路
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
立
ち
寄
り
、
ナ
ザ
レ
で

Ａ
Ｖ
Ｒ
社
のB

arak

社
長
と
日
本
で
の

て
は
大
き
な
刺
激
に
な
っ
て
い
る
と
実

感
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、

こ
れ
か
ら
も
継
続
的
な
支
援
を
お
願
い

し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

遊
ぶ
こ
と

　

最
近
の
学
生
さ
ん
を
見
て
い
る
と
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
免
許
を
取
ろ
う
と

本
当
に
一
生
懸
命
に
勉
強
し
て
い
る
様

子
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、私
は「
よ

り
良
い
教
員
に
な
る
た
め
に
は
、
勉
強

よ
り
遊
ぶ
こ
と
が
大
切
だ
」
と
思
っ
て

い
ま
す
し
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
そ
う
話

し
て
い
ま
す
。
楽
し
く
遊
ぶ
、
思
い
っ

き
り
遊
ぶ
、
深
く
遊
ぶ
こ
と
で
、
実
は
、

新
し
い
人
脈
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
自

然
の
道
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
心
が

解
放
さ
れ
る
こ
と
で
人
と
優
し
く
触
れ

合
え
る
よ
う
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
教
員
に
と
っ
て
、
夏
休
み
な
ど
の

期
間
は
本
当
は
そ
う
し
た
新
た
な
吸
収

の
た
め
の
時
間
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

近
年
、
現
場
の
先
生
方
に
そ
う
し
た

チ
ャ
ン
ス
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

よ
う
に
思
い
、
心
配
で
す
。
ど
う
い
っ

た
こ
と
で
も
良
い
の
で
、
学
生
時
代
に

趣
味
や
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
お
け

ば
、
そ
れ
が
遊
び
に
発
展
し
て
い
く
と

も
思
い
ま
す
。
特
に
教
育
学
部
の
学
生

さ
ん
は
勉
強
熱
心
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
で
す
が
、課
外
活
動
等
を
通
し
て
、

自
分
の
遊
び
の
幅
を
拡
げ
る
こ
と
も
、

教
員
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
と
思
っ
て

い
ま
す
。

販
売
開
始
を
祝
い
ま
し
た
。

　

そ
のB

arak

社
長
か
ら
日
本
で
国
際

会
議
を
開
こ
う
と
い
う
提
案
が
あ
り
、

十
年
間
ほ
ど
開
催
事
務
局
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
会
議
に
招

聘
し
た
ア
メ
リ
カ
のD

r.C
heryl

と
意

気
投
合
し
、
二
〇
〇
五
年
に
彼
女
を

頼
っ
て
十
ケ
月
間
、
コ
ロ
ラ
ド
大
学
ボ

ル
ダ
ー
校
に
留
学
す
る
機
会
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

留
学
を
終
え
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を

ぜ
ひ
と
も
学
生
さ
ん
に
も
感
じ
て
欲
し

い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
韓
国
の
順

天
郷
大
学
か
ら
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ご

提
案
を
い
た
だ
き
、
学
部
間
学
術
交
流

協
定
の
締
結
が
で
き
ま
し
た
。今
期
は
、

愛
大
生
四
名
が
留
学
中
で
、
ま
た
順
天

郷
大
学
か
ら
三
名
の
留
学
生
を
引
き
受

け
て
い
ま
す
。
私
自
身
の
経
験
か
ら
、

最
低
で
も
四
カ
月
ぐ
ら
い
で
な
け
れ
ば

留
学
の
成
果
は
出
な
い
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
こ
う
し
た
長
期
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
派
遣
、
受
け
入
れ
共
に
多
く
の

学
生
が
挑
戦
し
て
く
れ
る
こ
と
を
本
当

に
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

同
窓
会
か
ら
は
、
教
育
学
部
に
国
際

交
流
基
金
と
し
て
、
毎
年
二
十
五
万
円

を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
基

金
に
よ
り
、多
く
の
愛
大
生
の
派
遣
と
、

留
学
生
の
受
け
入
れ
が
で
き
て
い
る
こ

と
を
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に

受
け
入
れ
留
学
生
が
、
学
部
学
生
の
周

囲
に
い
る
こ
と
で
、
学
部
学
生
に
と
っ
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私
達
は
三
回
生
の
と
き
か
ら
愛
媛
大

学
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
事
業
の
「
久
米
わ

く
わ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
タ
デ
ー
」
に
参

加
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
活
動
方
針

は
、「
わ
く
わ
く
す
る
活
動
を
つ
く
り
、

参
加
す
る
人
全
員
が
楽
し
く
チ
ャ
レ
ン

ジ
で
き
る
よ
う
な
場
に
し
た
い
」で
す
。

そ
し
て
、こ
の
わ
く
チ
ャ
レ
を
通
し
て
、

『
伝
え
あ
い
』『
助
け
合
い
』『
学
び
合

い
』
の
三
つ
を
、
育
て
た
い
子
ど
も
像

と
し
て
い
ま
す
。
わ
く
わ
く
す
る
よ
う

な
活
動
を
展
開
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が

楽
し
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
わ
く
チ
ャ
レ
を
つ
く
り

あ
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
子

ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
大
学

生
も
『
伝
え
あ
い
』『
助
け
合
い
』『
学

び
合
い
』
を
し
な
が
ら
、
授
業
や
遊
び

を
計
画
し
、
実
践
、
反
省
す
る
こ
と
で
、

お
互
い
に
高
め
合
っ
て
活
動
し
て
い
き

ま
す
。

　

わ
く
チ
ャ
レ
は
、
毎
月
一
回
程
度
、

土
曜
日
の
九
時
か
ら
十
二
時
ま
で
行
っ

て
い
ま
す
。
教
室
や
体
育
館
、運
動
場
、

公
園
、
さ
つ
ま
い
も
畑
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
場
所
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
一
年

間
同
じ
子
ど
も
た
ち
と
活
動
し
て
い
く

た
め
、
子
ど
も
と
の
つ
な
が
り
を
築
い

た
り
、
成
長
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
、
活
動
を
行
う
喜
び
で
も
あ
り
ま

す
。

　

活
動
の
一
日
の
流
れ

　

◦
「
始
ま
り
の
会
」

　

◦
「
わ
く
わ
く
ゲ
ー
ム
」

　

◦
「
授
業
」

　

◦
「
全
体
遊
び
」

　

◦
「
感
想
シ
ー
ト
」

　

◦
「
終
わ
り
の
会
」

　
「
始
ま
り
の
会
」
で
は
、
あ
い
さ
つ

や
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
す
。
今
年

度
か
ら
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
、
今

月
の
歌
を
歌
う
時
間
を
つ
く
り
ま
し

た
。
朝
一
番
の
活
動
を
始
め
る
前
に
、

歌
声
を
響
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
今

日
も
一
日
活
動
す
る
ぞ
」「
わ
く
チ
ャ

レ
楽
し
む
ぞ
」
と
い
う
気
持
ち
に
子
ど

も
も
大
学
生
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
「
わ
く
わ
く
ゲ
ー
ム
」
で
は
、
人
間

関
係
づ
く
り
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
教
室

内
で
遊
び
を
行
い
ま
す
。
昨
年
度
は
、

「
絵
し
り
と
り
」
や
「
仲
間
を
探
せ

ゲ
ー
ム
」
と
い
っ
た
遊
び
を
行
い
ま
し

た
。
仲
間
を
探
せ
ゲ
ー
ム
で
は
、「
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
だ
け
で
仲
間
を
見
つ
け
た
こ

と
は
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
み
ん
な
と

の
距
離
が
縮
ま
っ
た
」
と
い
う
子
ど
も

か
ら
の
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
く
わ

く
ゲ
ー
ム
は
生
活
班
ご
と
で
協
力
し
た

り
、
話
し
合
っ
た
り
し
て
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
試
さ
れ
る
活
動
に
な
る
た
め
、
子

ど
も
同
士
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
学

生
も
遊
び
に
参
加
し
た
り
、
遊
び
の
進

行
役
に
な
っ
た
り
し
て
、
子
ど
も
と
大

学
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で

も
あ
り
ま
す
。

　
「
授
業
」
で
は
、
授
業
者
が
中
心
と

な
っ
て
授
業
を
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
教

科
の
授
業
を
実
践
し
ま
す
。
子
ど
も
が

わ
く
わ
く
し
て
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る








わ
く
わ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
タ
デ
ー
活
動

〜
子
ど
も
た
ち
と
学
び
合
う
学
生
の
活
動
報
告
〜

久
米
公
民
館

わ
く
わ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
タ
デ
ー

愛
媛
大
学
教
育
学
部
四
回
生　

田
窪　
　

輝
・
木
下　

花
菜

k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k

kkkk

kkkk

授
業
に
な
る
よ
う
な
教
材
、
授
業
構
成

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は
、
真

空
装
置
を
使
っ
た
「
音
が
伝
わ
る
仕
組

み
を
知
ろ
う
」
と
い
う
理
科
の
授
業
や

大
学
生
が
バ
イ
オ
リ
ン
を
演
奏
し
て

「
交
響
曲
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い

う
音
楽
の
授
業
を
し
ま
し
た
。
大
学
生

の
間
に
授
業
を
行
え
る
場
は
、
附
属

小
学
校
で
の
教
育
実
習
を
除
け
ば
ほ
と

ん
ど
な
く
、
こ
の
授
業
実
践
の
場
が
私

た
ち
大
学
生
に
と
っ
て
、
貴
重
な
場
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
授
業
者
が
中
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心
と
な
っ
て
、
大
学
生
全
員
で
授
業
を

考
え
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
計
画

や
反
省
が
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
「
全
体
遊
び
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
思
い
っ
き
り
体
を
動
か
す
活
動
の
中

で
、
運
動
の
楽
し
さ
に
気
付
き
、
子
ど

も
同
士
の
絆
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
体
育
館
や
公
園
を
利
用
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。
時
に
は
学
生
も
加
わ
り
、

活
気
あ
ふ
れ
る
時
間
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、「
ね
ず
み
ね
こ
ゲ
ー

ム
」
や
「
逃
走
中
」、「
ド
ッ
チ
ビ
ー
」

な
ど
の
活
動
を
し
ま
し
た
。
四
十
五
人

と
い
う
大
人
数
で
遊
ぶ
機
会
な
か
な
か

な
い
も
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も
大
盛

り
上
が
り
で
白
熱
し
て
い
ま
す
。
活
動

内
容
は
、
子
ど
も
た
ち
の
年
齢
な
ど
を

考
え
、
毎
回
学
生
が
創
意
工
夫
を
凝
ら

し
て
考
案
し
、
全
体
の
話
し
合
い
の
場

で
、
さ
ら
に
良
い
も
の
に
な
る
よ
う
改

善
を
重
ね
て
い
ま
す
。
安
全
な
ど
に
気

を
つ
け
、
実
際
の
活
動
の
際
に
も
学
生

全
員
で
協
力
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

　

季
節
に
合
わ
せ
た
「
行
事
」
も
盛
り

込
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
は
、
春
に
さ
つ

ま
い
も
の
苗
植
え
、
夏
に
は
夏
休
み
特

別
企
画
の
う
ち
わ
づ
く
り
、
秋
に
は
、

さ
つ
ま
い
も
の
収
穫
と
焼
き
芋
作
り
、

冬
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
づ
く
り
な

ど
、イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
。

最
後
の
月
に
は
、
卒
業
制
作
と
し
て
、

子
ど
も
と
学
生
の
似
顔
絵
を
入
れ
た
さ

つ
ま
い
も
畑
の
看
板
を
作
り
ま
し
た
。

卒
業
文
集
の
製
作
も
行
い
、
一
年
を
通

し
た
活
動
を
い
つ
で
も
振
り
返
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
学
校
の
授
業
で
は
経
験

で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
企
画
で
き
る

の
も
わ
く
チ
ャ
レ
の
魅
力
で
す
。ま
た
、

さ
つ
ま
い
も
畑
は
、
地
域
の
方
が
管
理

さ
れ
て
お
り
、
苗
植
え
の
際
の
指
導
を

い
た
だ
い
た
り
す
る
な
ど
、
地
域
の

方
々
と
の
交
流
も
深
め
て
い
ま
す
。
う

ち
わ
づ
く
り
や
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
で

は
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
感
性

が
表
現
さ
れ
、
こ
ち
ら
も
驚
く
よ
う
な

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
作
品
が
出

来
上
が
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
工
夫

を
凝
ら
し
て
、
夢
中
に
な
っ
て
作
品
を

仕
上
げ
て
い
く
様
子
を
見
て
い
る
と
、

こ
ち
ら
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　

先
日
の
五
月
十
日
（
火
）
に
は
、
久

米
小
学
校
を
訪
問
し
、
昼
休
み
に
三
百

名
ほ
ど
の
子
ど
も
た
ち
の
前
で
わ
く

チ
ャ
レ
の
活
動
を
紹
介
し
ま
し
た
。
活

動
の
具
体
的
な
流
れ
や
様
子
に
つ
い

て
、
写
真
な
ど
を
用
い
て
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
紹
介
す
る
こ
と
で
、
子

ど
も
た
ち
に
も
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
わ
く
チ
ャ
レ
を

通
し
て
、
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
た
い
�
と
思
っ
て
く
れ
る
子
た
ち
の

た
く
さ
ん
の
参
加
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
子
ど
も
た
ち

の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
た
わ
く
チ
ャ
レ
は
、

学
生
同
士
で
切
磋
琢
磨
し
、
よ
り
よ
い

活
動
と
思
い
出
を
作
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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　平成28年４月25日（月）、校友会館２階「サロン」で、教育学部留学生歓迎会（前学期）を開
催しました。本学部留学生は、今年度４月から新たに６人の留学生を迎え、現在12人の留学生
が在籍しています。歓迎会には、留学生、教育学部長、指導教員、国際交流委員会委員、留学
生チュータ、事務職員などが一同に集いました。
　国際交流委員会委員長の立入哉教授の司会のもと、佐野栄教育学部長の歓迎挨拶があり、乾
杯でパーティが始まりました。その後、留学生が紹介され、それぞれ日本語で自己紹介を行い
ました。歓談を通して交流が行われ、和やかな雰囲気の中で閉会となりました。留学生の皆さ
んにとって、本学で過ごす留学生活が有意義なものになるよう願っています。

　平成28年４月28日（木）、教育学部が今治市教育委員会の高橋実樹教育長を迎え、同委員会との平成28年度連携協
力事業の調印を行いました。
　教育学部はこれまで、愛媛県教育委員会、松山市教育委員会、今治市教育委員会、伊予市教育委員会、松前町教育
委員会、東温市教育委員会、愛南町教育委員会とそれぞれ連携協力の覚書を交わし、その活動を通して、教育研究、
教員研修、教員養成について多くの成果を挙げてきました。
　今治市教育委員会とは、平成15年の覚書の調印以来、継続的に共同研究を行っており、『研究報告書』（愛媛大学教
育学部・今治市教育研究所）の形でその成果をまとめています。今年度は、昨年度に引き続き、「確かな学びを保障
するカリキュラムの開発と授業の創造」というテーマで研究を推進することとしました。その趣旨は、「教育現場の
諸問題の解決のために、理論と実践の一体化による研究を推進するとともに、教師の創意工夫を生かした授業を創造
し、児童生徒に多様で確かな学力を身につけさせる」というものです。教育現場の具体に即した継続的な研究の成果
が期待されます。

教育学部留学生歓迎会を開催しました【４月25日（月）】 

教育学部が今治市教育委員会と
　　　　　連携協力事業の調印を行いました【4月28日（木）】

握手を交わす佐野栄教育学部長と今治市教育委員会高橋教育長
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　平成28年４月４日（月）、東雲小学校に併設された「松山市教育研修センター」の開所式があり、大橋裕一学長、
三浦和尚副学長他の本学関係者が来賓として出席し、野志克仁松山市長らとテープカットを行いました。センター
は、松山の子どもたちに、これからの社会を生き抜く力と郷土への愛情と誇りを育む、より質の高い教育を行うた
め、学校教育についての調査研究や教職員研修の拠点として開設した、新たな教育施設です。
　教育学部と松山市教育委員会は、平成14年５月に連携協力の覚書を締結しており、今年３月には連携をさらに強
化するために覚書を取り交わし、センター内に「大学連携室」を設置しました。日常的に情報交換しながら教職員
研修の見直しや講師派遣などの支援を行うことにより、連携協力の可能性を広げることや教員養成に大きなメリッ
トがあると期待されます。

　愛媛大から順天郷大学に留学している学生さんたちが、現地の中学校で交流の機会を持ちました。その様子が現
地の新聞で紹介されました。
　　――＊――＊――＊――＊――＊――＊――
世宗市立燕東中学校の民間外交使節団です　2016.05.12
　「2016年インターナショナル・デイ」の推進
　世宗市立燕東中学校の中学生が11日、韓日文化交流の一環とし
て、日本の愛媛大学の学生に会いました。燕東中では、グローバ
ル時代に合わせて、国際的な考え方と見解を広げるために、日韓
の文化交流を企画して「2016年インターナショナル・デイ」を推
進しました。
　この日は、日本の愛媛大学で特別支援教育、英語教育、国語教
育を専攻している大学生４人の燕東中の生徒42人が学校の教科や
日本の文化紹介といった共同の活動を通して、国際的な感覚と学
習能力を強化するための時間を持つことができました。
　ジョンフェテク校長は「今回の韓日文化交流は、私たちの生徒
が国際的な感覚を備えたグローバルリーダーに成長していくため
の最初のボタンです」とその意義について話し、「今後、韓日文
化交流など、他の文化圏と接触する機会を継続的に実施したい」
との計画を明らかにしました。�

小中教職員研修拠点となる「松山市教育研修センター」の
　　　　　　　　　　　　　開所式がありました【4月4日（月）】 

韓国・世宗市立燕東中学校で生徒との交流会をしました

新設された松山市教育研修センター 開所式でのテープカット
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松
山
市

　

附
属
小
教
諭

濱
田
　
　
圭

（
平
二
一
卒
）

「『
花
よ
り
も
花
を
咲
か
せ
る
土
に
な

る
』

　

こ
れ
は
、
私
の
大
好
き
な
言
葉
で

す
。
学
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
主
役

で
す
。
ス
マ
ッ
プ
の
『
世
界
に
一
つ
だ

け
の
花
』
の
歌
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
子

ど
も
た
ち
は
一
人
一
人
違
う
種
を
持
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔

の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
一
生
懸
命
に

な
れ
る
教
員
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。『
子
ど
も
の
笑
顔
』
と
い
う
花

を
満
開
に
す
る
た
め
に
、
大
雨
や
暴
風

な
ど
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
、
き
れ

い
な
一
つ
の
花
を
咲
か
せ
る
『
土
』
に

な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
愛
情
い
っ
ぱ

い
の
肥
料
を
与
え
続
け
る
教
員
に
な
る

こ
と
が
私
の
目
標
で
す
。」

　

こ
れ
は
、
私
が
初
任
者
の
時
に
「
初

任
者
の
声
」
に
載
せ
た
文
章
の
一
部
で

す
。
今
回
、
こ
の
コ
ラ
ム
を
書
く
に
当

た
り
、
自
分
が
今
ま
で
書
い
た
文
章
を

読
み
返
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
初
任

者
の
頃
の
自
分
と
再
び
出
会
い
ま
し

た
。
今
も
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
す
が
、
さ

ら
に
輪
を
掛
け
て
未
熟
だ
っ
た
七
年
前

…
…
。
こ
の
七
年
間
で
、
あ
の
頃
よ
り

だ
い
ぶ
成
長
し
た
と
思
う
反
面
、
子
ど

も
に
対
す
る
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
笑
顔
、

燃
え
た
ぎ
る
熱
い
情
熱
は
少
し
落
ち
着

い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ

り
ま
す
。
う
～
ん
。
も
っ
と
熱
く
な
ら

な
い
と
い
け
な
い
な
ぁ
と
反
省
し
て
い

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
小
学
校
の
先
生
を

志
し
た
の
か
…
…
。
思
い
返
せ
ば
大
学

一
年
生
の
夏
。
大
学
の
授
業
で
、
小
学

五
年
生
の
跳
び
箱
運
動
を
教
え
に
行
く

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
授
業
中
、
私
が

補
助
し
て
い
た
子
が
満
面
の
笑
顔
で
近

づ
い
て
き
て
、「
先
生
で
き
た
よ
�
」

と
声
を
掛
け
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時

の
子
ど
も
の
笑
顔
は
、
本
当
に
キ
ラ
キ

ラ
と
輝
い
て
い
て
、
今
も
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。

　

そ
し
て
、
大
学
三
年
生
の
教
育
実

習
。
自
分
の
力
の
無
さ
を
痛
感
し
ま
し

た
。し
か
し
子
ど
も
達
と
交
わ
し
た「
必

ず
本
物
の
先
生
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る

か
ら
」
と
い
う
約
束
と
涙
を
流
し
た
お

別
れ
会
は
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま

す
。
教
育
実
習
以
降
、
小
学
校
の
先
生

を
目
指
す
気
持
ち
は
揺
る
ぎ
の
な
い
も

の
に
な
り
ま
し
た
。「
も
う
一
度
あ
の

笑
顔
を
見
た
い
」「
子
ど
も
の
成
長
に

携
わ
り
た
い
」「
子
ど
も
に
夢
を
語
っ

て
あ
げ
た
い
」
―
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
採
用
試

験
の
勉
強
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
果
た

し
て
、
今
も
あ
の
頃
の
熱
い
思
い
は

も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
採
用

さ
れ
て
か
ら
は
、
想
像
以
上
の
日
々
の

忙
し
さ
を
理
由
に
、
一
人
一
人
の
子
ど

も
と
本
当
に
正
面
か
ら
向
き
合
え
て
い

な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

私
は
大
学
時
代
に
体
育
科
教
育
学
の

研
究
室
で
学
び
ま
し
た
。
あ
る
時
、
恩

師
に
「
ど
う
し
て
先
生
は
、
大
学
の
先

生
を
目
指
し
た
の
で
す
か
。」
と
質
問

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
、

「
僕
が
小
学
校
の
教
員
と
し
て
子
ど
も

た
ち
に
体
育
の
魅
力
を
教
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
年
に
受
け
持
っ
た
三
十
人
の

子
ど
も
た
ち
に
は
体
育
の
魅
力
を
伝
え

ら
れ
る
。
で
も
、
大
学
の
先
生
に
な
っ

て
現
場
の
先
生
方
に
体
育
の
魅
力
を
伝

え
れ
ば
、
そ
の
先
生
方
が
た
く
さ
ん
の

子
ど
も
た
ち
に
体
育
の
魅
力
を
伝
え
て

く
れ
る
。
だ
か
ら
大
学
の
先
生
に
な
っ

た
方
が
、
よ
り
多
く
の
子
ど
も
に
関
わ

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
ん
だ
。」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
の
胸
に
衝
撃
が

走
り
ま
し
た
。
そ
し
て
私
も
そ
の
恩
師

の
ビ
ジ
ョ
ン
の
一
端
を
担
い
た
い
と
心

の
底
か
ら
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、

私
が
学
校
の
先
生
と
し
て
、
子
ど
も
た

ち
に
体
育
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
が
、

最
大
の
恩
返
し
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

今
の
自
分
を
振
り
返
る
と
、
専
門
で
あ

る
体
育
科
の
学
習
で
さ
え
、
恩
師
の
教

え
を
伝
え
き
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
の
笑
顔
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と

に
情
熱
の
全
て
を
ぶ
つ
け
き
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。子
ど
も
一
人
一
人
違
う
、

個
性
と
い
う
美
し
い
花
を
満
開
に
し
て

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、附
属
教
員
と
い
う
立
場
上
、

教
育
実
習
生
の
指
導
も
あ
り
ま
す
。
私

自
信
が
実
習
を
通
し
て
「
絶
対
に
先
生

に
な
る
�
」
と
思
わ
せ
て
頂
き
ま
し
た

（
〠 

790－
�0855 

松
山
市
持
田
町
一
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

－

二
二
）

「
子
ど
も
の
笑
顔
の
花
」
を

�
咲
か
せ
た
い

が
、
教
育
実
習
生
に
、
先
生
に
な
る
た

め
の
よ
い
出
会
い
と
キ
ッ
カ
ケ
を
与
え

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
…
…
。

反
省
ば
か
り
で
す
。

　

今
回
こ
の
コ
ラ
ム
を
書
く
に
当
た

り
、
数
年
前
の
熱
い
情
熱
が
燃
え
た

ぎ
っ
て
い
た
自
分
に
再
び
出
会
う
こ
と

が
で
き
、
先
生
に
な
っ
て
何
が
し
た

か
っ
た
の
か
を
改
め
て
確
認
で
き
ま
し

た
。　

　

大
雨
や
暴
風
な
ど
、
ど
ん
な
状
況
に

お
い
て
も
「
子
ど
も
の
笑
顔
の
花
」
を

満
開
に
す
る
た
め
の
「
土
」
に
な
る
�

今
度
こ
そ
�
必
ず
�
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八
幡
浜
市

　

真
穴
小
教
諭

大
野
　
純
子

（
平
一
三
卒
）

　

今
年
度
私
は
育
児
休
暇
を
い
た
だ

き
、
日
々
わ
が
子
と
の
時
間
を
大
切
に

過
ご
し
て
い
ま
す
。
縁
あ
っ
て
勤
務
校

区
内
の
人
と
結
婚
し
、
住
み
、
出
産
し
、

子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
、
地
域
の
方
々

の
温
か
さ
に
包
ま
れ
て
生
活
し
て
い
ま

す
。

　

私
が
住
む
八
幡
浜
市
真
穴（
真
網
代
・

穴
井
）
地
区
で
は
、
長
女
が
誕
生
す
る

と
初
節
句
に
「
座
敷
雛
」
を
し
ま
す
。

座
敷
雛
と
は
、
家
の
座
敷
や
倉
庫
の
一

角
に
盆
栽
や
苔
な
ど
で
装
飾
し
た
庭
園

を
作
り
、
そ
こ
に
雛
人
形
を
配
置
し
て

鑑
賞
し
、
祝
う
行
事
で
す
。「
女
の
子

が
生
ま
れ
て
座
敷
雛
だ
�
」
と
い
う
み

ん
な
の
願
い
が
叶
い
、
初
節
句
と
な
る

今
年
四
月
二
日
と
三
日
の
二
日
間
座
敷

雛
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

座
敷
雛
の
起
源
は
、
江
戸
時
代
に
流

行
し
た
長
寿
講
伊
勢
踊
り
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
脇
踊
り
と
し
て

穴
井
歌
舞
伎
が
派
生
し
、
歌
舞
伎
の
技

術
集
団
が
演
出
法
を
従
来
の
雛
祭
り
に

取
り
入
れ
た
こ
と
で
座
敷
雛
が
誕
生
し

た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
よ

う
な
様
式
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代

末
期
頃
だ
そ
う
で
す
。
た
だ
し
、「
座

敷
雛
」
と
い
う
呼
び
方
は
マ
ス
コ
ミ
に

よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
地
元
で

は
「
ひ
な
さ
ま
」
や
「
雛
様
建
」
と
呼

ぶ
人
も
い
ま
す
。
平
成
十
四
年
に
は
、

八
幡
浜
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
統
を
継
承
す
る
た

め
、
我
が
家
で
も
娘
の
誕
生
後
は
座
敷

雛
の
準
備
に
向
け
て
動
き
出
し
ま
し

た
。

　

ま
ず
は
、「
棟
梁
」
へ
の
あ
い
さ
つ

と
依
頼
。
棟
梁
と
は
座
敷
雛
の
采
配
を

行
う
人
で
す
。
経
験
豊
富
な
穴
井
地
区

の
方
に
引
き
受
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

四
月
の
開
催
ま
で
ま
だ
時
間
が
あ
る

初
秋
、
さ
っ
そ
く
棟
梁
ご
夫
婦
か
ら
桜

の
花
作
り
を
教
わ
り
ま
し
た
。
日
本
の

春
を
象
徴
す
る
桜
。
座
敷
雛
の
飾
り
に

も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
幹
は
本
物
を

調
達
し
、
花
は
す
べ
て
手
作
り
で
す
。

桜
の
花
は
、
薄
ピ
ン
ク
色
の
テ
ィ
ッ

シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
一
枚
を
十
六
等
分
し
、

そ
れ
を
切
っ
て
作
り
ま
す
。
そ
れ
に
細

い
針
金
を
通
し
て
一
つ
完
成
で
す
。
こ

れ
を
「
五
千
個
は
作
っ
て
ほ
し
い
」
と

棟
梁
か
ら
指
示
を
受
け
、
気
の
遠
く
な

る
作
業
で
す
が
、
手
芸
好
き
な
実
家
の

母
親
や
、
そ
の
趣
味
仲
間
の
方
々
の
協

力
で
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

真
穴
地
区
は
、
み
か
ん
の
栽
培
が
盛

ん
で
、
秋
か
ら
年
末
に
か
け
て
は
収
穫

で
大
忙
し
で
す
。
そ
れ
が
終
わ
っ
た
年

明
け
か
ら
、
座
敷
雛
準
備
に
向
け
気
忙

し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
実
際
に
建

て
る
作
業
に
取
り
掛
か
る
前
に
、
み
か

ん
農
家
で
あ
る
義
父
（
娘
の
祖
父
）
が

主
と
な
り
棟
梁
と
の
打
ち
合
わ
せ
や
材

料
の
調
達
な
ど
を
行
っ
て
い
き
ま
し

た
。

　

そ
し
て
三
月
末
、
近
所
や
親
戚
な
ど

数
十
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
集
ま
り
、

作
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
場
所
は
、
親

戚
の
空
き
家
の
座
敷
で
二
十
帖
程
あ

り
、
庭
に
は
樹
齢
二
五
〇
年
に
も
な
る

松
の
木
が
あ
り
、
座
敷
雛
を
建
て
る
に

は
好
条
件
で
す
。
作
業
は
、
雛
人
形
を

飾
る
内
部
と
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
周
辺
部

（
庭
部
分
）
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
ま
ず
は
周
辺
部
。
座
敷
内
の
人
形

や
小
道
具
、
植
物
な
ど
に
風
雨
や
日
光

な
ど
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
、
竹
や
板

な
ど
を
使
っ
て
屋
根
や
囲
い
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
普
段
は
み
か
ん
作
り
に
励
ん

で
い
る
近
所
の
方
々
が
、
こ
こ
で
は
皆

大
工
と
な
り
、
熱
心
に
作
業
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

あ
っ
と
言
う
間
に
鑑
賞
場
所
が
で

き
、
そ
こ
に
は
見
る
人
へ
の
配
慮
が
施

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
囲
い
の
内
壁

に
は
板
を
張
り
付
け
て
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
下
か
ら
三
分
の
二

程
は
和
紙
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
理
由

は
、
見
る
人
の
服
や
持
ち
物
が
壁
に
触

れ
た
際
に
板
の
塗
料
が
付
か
な
い
た
め

で
す
。
ま
た
、
要
所
要
所
に
竹
の
手
す

り
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
つ
る

つ
る
に
磨
き
上
げ
ら
れ
、
触
っ
て
怪
我

を
し
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　

そ
し
て
、
メ
イ
ン
の
内
部
。
こ
こ
は

棟
梁
が
す
べ
て
指
示
し
な
が
ら
四
、五

人
の
補
佐
役
が
盆
栽
や
苔
、
稲
、
鉢
植

え
の
花
、
小
石
、
桜
の
木
な
ど
を
配
置

し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
動
き
や
感
性

は
庭
師
の
よ
う
で
し
た
が
、
皆
普
段
は

農
業
を
営
む
人
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

使
用
し
た
植
物
の
鉢
は
約
八
十
鉢

で
、
一
つ
一
つ
絶
妙
な
角
度
や
種
類
、

色
合
い
な
ど
を
考
慮
し
て
置
か
れ
、

テ
ー
マ
の
「
水
ぬ
る
む
頃
」
を
感
じ
さ

せ
る
春
の
里
や
野
山
の
風
景
を
作
り
ま

し
た
。
最
後
に
そ
の
一
角
に
、
人
形
や

小
道
具
が
置
か
れ
、
そ
こ
は
ま
る
で
雛

人
形
が
花
見
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ

う
で
、豪
華
絢
爛
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
四
月
二
日
、
当
日
の
朝
に

鯛
や
伊
勢
エ
ビ
、
サ
ザ
エ
な
ど
の
お
供

え
物
を
置
い
て
座
敷
雛
が
完
成
し
、
近

所
の
人
や
観
光
客
な
ど
を
迎
え
る
準
備

が
整
い
ま
し
た
。
こ
の
日
は
天
候
に
恵

ま
れ
、
九
時
の
開
始
前
か
ら
続
々
と
観

光
客
が
来
ら
れ
ま
し
た
。
県
内
は
も
ち

ろ
ん
、
県
外
や
遠
く
は
関
東
の
方
か
ら

も
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
娘
が
起
き

て
い
る
と
き
は
、
入
り
口
付
近
で
お
迎

え
し
て
い
る
と
、
多
く
の
人
か
ら
「
お

め
で
と
う
」
と
初
節
句
の
お
祝
い
の
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
日
目
の
午

後
に
は
、
中
村
県
知
事
が
来
ら
れ
て
座

敷
雛
を
見
た
後
、
娘
と
一
緒
の
写
真
も

撮
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

座
敷
雛
を
建
て
る
に
当
た
っ
て
大
勢

に
協
力
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
週
間

か
か
ら
な
い
日
数
で
こ
れ
だ
け
の
こ
と

が
で
き
た
の
は
、こ
の
真
穴
地
区
に「
結

い
の
心
」
が
強
く
あ
る
た
め
で
す
。
地

域
み
ん
な
で
作
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た

座
敷
雛
。
感
謝
の
気
持
ち
は
、
伝
統
の

継
承
と
と
も
に
将
来
娘
に
伝
え
た
い
と

思
い
ま
す
。
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国
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市

　

土
居
中
教
諭

中
村
　
将
志

（
平
二
二
卒
）

　

小
学
校
二
年
生
の
冬
。「
雪
合
戦
す

る
ぞ
～
�
」
担
任
の
先
生
の
一
声
で
一

斉
に
教
室
か
ら
運
動
場
へ
走
り
だ
す
子

ど
も
た
ち
。
私
も
そ
の
中
の
一
人
で
し

た
。
そ
れ
ま
で
「
将
来
の
夢
は
？
」
と

聞
か
れ
れ
ば「
サ
ッ
カ
ー
選
手
で
す
�
」

と
即
答
し
て
い
た
私
で
す
が
、
こ
の
日

を
境
に
将
来
の
夢
が
少
し
ず
つ
変
わ
り

始
め
ま
し
た
。「
学
校
っ
て
楽
し
い
な
。

こ
ん
な
場
所
で
働
き
た
い
。」
そ
ん
な

単
純
な
気
持
ち
か
ら
で
す
が
、
私
の
教

師
へ
の
道
、
第
一
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り

ま
し
た
。

　

時
は
流
れ
、
私
は
大
学
生
に
な
り
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
学
で
も
将
来
の
夢

は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
教
育
学
部
に
入

り
ま
し
た
。
大
学
で
は
た
く
さ
ん
の
仲

間
た
ち
と
た
く
さ
ん
の
先
生
方
と
勉
強

し
ま
し
た
。
教
科
の
授
業
や
一
般
教
養

の
授
業
、
教
職
教
養
の
授
業
を
受
講

し
、
今
ま
で
描
い
て
き
た
夢
が
よ
り
現

実
に
近
づ
い
て
き
た
の
を
感
じ
ま
し

た
。
そ
ん
な
環
境
で
生
活
し
、
教
師
へ

の
思
い
は
募
る
ば
か
り
で
し
た
。
そ
し

て
楽
し
み
に
し
て
迎
え
た
四
回
生
の
教

育
実
習
。
幸
せ
な
こ
と
に
、
母
校
で
実

習
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
初
日
、「
声
を
か
け
て
く
だ
さ

い
。」
と
い
う
自
己
紹
介
が
嫌
だ
っ
た

の
で
、「
ど
ん
ど
ん
声
を
か
け
る
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」
と
自
己

紹
介
を
済
ま
せ
、
い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト

で
す
。
教
育
実
習
は
、
朝
早
く
に
学
校

へ
行
き
、
職
員
室
の
掃
除
や
校
外
の
清

掃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
規
則
的
な
生
活

を
送
っ
て
い
な
か
っ
た
私
に
と
っ
て
楽

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

毎
日
充
実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し

た
。
授
業
で
生
徒
と
と
も
に
学
習
し
た

り
、
昼
休
み
の
時
間
に
体
育
館
で
バ
ス

ケ
ッ
ト
を
し
た
り
、
放
課
後
に
部
活
動

で
一
緒
に
汗
を
流
し
た
り
、
そ
の
す
べ

て
が
新
鮮
で
、
わ
く
わ
く
さ
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
実
習
生
で
あ
る

私
を
、客
人
を
迎
え
る
よ
う
に
丁
寧
に
、

そ
し
て
気
持
ち
よ
く
受
け
入
れ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

実
習
も
折
り
返
し
地
点
に
さ
し
か
か

ろ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
出
来
事
が
起

き
ま
し
た
。
担
任
の
先
生
が
服
装
の
こ

と
で
生
徒
を
指
導
し
て
い
た
の
で
す
。

話
を
聞
い
て
い
る
と
、
そ
の
場
で
は
う

ま
く
話
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
な

の
で
す
。
放
課
後
、
そ
の
生
徒
と
話
す

機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
少
し
服
装
の
話

も
聞
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
話
し
て
い
る
と
、
そ
の
生
徒
は

服
装
を
整
え
て
下
校
し
て
い
き
ま
し

た
。「
話
を
聞
い
て
み
て
よ
か
っ
た
な
。」

と
思
う
と
同
時
に
、
大
き
な
疑
問
が
湧

き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
も
し
、
こ
の

学
校
の
教
師
と
し
て
、
ま
た
は
担
任
と

し
て
話
を
し
て
い
た
ら
同
じ
よ
う
な
結

果
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
今
の
自

分
は
生
徒
か
ら
教
師
と
し
て
見
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
所
の
お
兄
ち
ゃ

ん
が
注
意
す
れ
ば
あ
る
程
度
の
話
は
聞

く
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の

場
限
り
の
も
の
で
そ
の
生
徒
の
内
面
の

変
容
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
考
え
る
と
、
初
日
に
感
じ
た

「
客
人
を
迎
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
表

現
は
ま
さ
に
的
を
射
て
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
温
か
く
迎
え
入
れ
て

く
れ
た
生
徒
た
ち
に
問
題
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
の
気
持
ち
が
、

教
師
と
し
て
必
死
に
な
っ
て
働
く
学
校

と
い
う
土
俵
に
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。　

　

今
の
ま
ま
の
構
え
で
実
際
に
こ
の
現

場
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
今
ま
で
教
師
と
い
う
職
業
に
憧
れ

を
抱
き
続
け
て
き
た
私
で
す
が
、
こ
の

こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
夢
の
教
師
」
を

「
現
実
の
教
師
」
と
し
て
捉
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
医
者
、
政
治
家
、
弁

護
士
な
ど
、「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
職

業
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

自
ら
を
「
先
生
」
と
呼
ぶ
職
業
は
教
師

だ
け
で
す
。
自
ら
を
「
先
生
」
と
呼
ぶ

だ
け
の
決
意
と
覚
悟
が
あ
っ
て
こ
そ
初

め
て
「
客
人
」
か
ら
「
教
師
」
に
な
れ

る
の
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
私

の
教
師
へ
の
道
、
第
二
の
ス
タ
ー
ト
で

す
。

　

そ
し
て
今
、
私
は
四
国
中
央
市
立
土

居
中
学
校
で
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
学
校
で
は
次
か
ら
次
へ
と
新

し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
始
ま
り
ま
す
。
生

徒
も
日
々
変
容
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

中
、
周
囲
の
た
く
さ
ん
の
方
々
に
支
え

ら
れ
、
私
は
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ー
ト
を

切
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
は

ス
タ
ー
ト
だ
ら
け
で
ど
こ
に
ゴ
ー
ル
が

あ
る
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
つ

一
つ
の
ス
タ
ー
ト
を
大
切
に
し
、
自
分

に
納
得
の
い
く
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
頑

張
り
ま
す
。
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　「
魚
市
場
初
競
り
」
二
〇
一
五
年

  

表
紙
作
品
に
つ
い
て

　

魚
市
場
テ
ヤ
テ
ヤ
ど
ー
や
描
き
時
。

「
魚
買
っ
テ
ヤ
」「
こ
れ
で
ど
ー
や
」
競

り
師
の
声
が
響
く
。
働
く
人
の
真
剣
味
、

生
き
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
活
況

の
魚
市
場
の
二
階
見
学
通
路
か
ら
の
観

察
・
ス
ケ
ッ
チ
・
カ
メ
ラ
取
材
が
中
心

で
あ
る
。

　

妻
も
娘
も
画
人
で
あ
る
。
三
人
の
ア

ト
リ
エ
に
て
一
〇
〇
号
大
作
に
取
り
か

か
る
。
常
々
画
面
構
成
を
思
案
し
て
い

る
の
で
、
下
描
き
な
し
で
一
気
に
描
き

始
め
る
。
三
か
月
の
制
作
期
間
が
私
の

リ
ズ
ム
に
合
っ
て
い
る
。
画
面
を
三
十

分
見
詰
め
て
十
分
描
き
、
ま
た
写
真
資

料
観
察
等
は
再
々
で
あ
る
。

　

本
作
品
は
、
日
展
四
回
目
入
選
の
作

品
で
あ
る
。
鯛
・
あ
じ
は
常
連
さ
ん
。

人
数
は
初
回
の
一
一
名
か
ら
六
名
に
減

ら
し
て
い
る
。「
感
動
は
表
現
で
き
た
か
」

が
命
題
で
あ
る
。

　

第
二
の
人
生
九
年
間
、
絵
ご
こ
ろ
を

取
り
も
ど
す
べ
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ

こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
精
進
し
た
い
。

略
　
歴
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一
九
四
九
年　

八
幡
浜
市
生
ま
れ

一
九
六
七
年　

愛
媛
大
学
入
学

一
九
七
一
年　

伊
方
町
立
伊
方
中
勤
務

一
九
七
五
年　

県
美
術
会
会
員

二
〇
〇
七
年　

八
幡
浜
市
立
保
内
中
退
職

二
〇
一
〇
年　

本
同
窓
会
南
予
理
事（
四
年
間
）

二
〇
一
五
年　

光
風
会
会
友
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祥よ
し

裕ひ
ろ

（
昭
四
六
卒
）



同　　窓　　会　　報（12）

大
洲
市
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洲
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教
諭

市
橋
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子

（
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大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
今
日
ま
で
、

長
い
長
い
講
師
の
期
間
を
入
れ
る
と
、

今
年
で
教
員
生
活
十
一
年
目
に
入
り
ま

し
た
。
こ
の
十
一
年
、
私
は
人
に
恵
ま

れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。同
僚
の
先
生
、

児
童
生
徒
、
保
護
者
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

人
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

の
人
た
ち
か
ら
多
く
の
助
け
を
受
け
、

多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
大
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に

講
師
と
し
て
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

小
学
校
で
は
、
同
じ
よ
う
な
状
況
の
人

が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
も
大
学
を
卒
業

し
て
す
ぐ
に
講
師
と
し
て
働
き
出
し
た

の
で
、
私
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
悩
ん

で
い
た
り
つ
ま
ず
い
て
い
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
お
互
い
よ
い
ア
ド
バ
イ
ス
と

ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
放
課
後
は
ど

ち
ら
か
の
教
室
で
的
外
れ
な
相
談
を
し

た
り
、
休
み
の
日
は
ど
こ
か
に
遊
び
に

行
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
人

は
実
家
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で
、
一
人

暮
ら
し
の
私
は
、
よ
く
そ
の
人
の
家
に

行
っ
て
、
ご
飯
を
ご
馳
走
に
な
り
、
そ

の
人
の
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
も
い

ろ
い
ろ
楽
し
く
話
も
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い

た
だ
く
先
生
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
が
た

い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
く
だ
ら

な
い
こ
と
で
も
一
緒
に
悩
ん
で
話
し
合

え
る
人
が
い
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て

と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
そ

し
て
、
今
で
は
生
活
す
る
場
所
が
離
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
年
に
一
回
は
連

絡
を
取
り
合
っ
た
り
、
会
っ
て
話
を
し

た
り
し
て
い
ま
す
。
始
ま
り
は
同
僚
で

し
た
が
、
今
で
は
一
生
付
き
合
っ
て
い

き
た
い
友
達
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
当
時
の
校
長
先
生
に
も

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
半
年
間

だ
け
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
仕
事
上
の

指
導
、
そ
し
て
私
自
身
の
体
調
や
生
活

の
こ
と
な
ど
も
気
遣
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
夕
食
を
私
の
家
ま
で
持
っ
て
来

て
い
た
だ
い
た
り
、
私
の
学
校
で
の
様

子
を
見
て
、
週
案
に
励
ま
し
の
言
葉
や

ア
ド
バ
イ
ス
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
り

し
ま
し
た
。
特
に
週
案
に
書
い
て
い
た

だ
い
た
言
葉
は
、
今
で
も
折
り
に
触
れ

読
み
返
し
て
い
ま
す
。「『
な
ら
ぬ
こ
と

は
な
ら
ぬ
』
と
い
う
厳
し
さ
、
そ
し
て

同
時
に
優
し
さ
を
も
っ
て
、
お
互
い
子

ど
も
達
に
接
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
い
う
言
葉
は
、
十
年
経
っ
た
今
で
も

ふ
と
し
た
こ
と
で
思
い
浮
か
ん
で
く
る

言
葉
で
す
。
厳
し
い
中
に
も
優
し
さ
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
そ
し
て
校

長
に
な
っ
て
も
教
諭
と
同
じ
立
場
に
降

り
て
き
て
考
え
て
く
だ
さ
る
と
い
う
、

こ
の
校
長
先
生
の
人
柄
が
、
人
に
は
大

切
だ
と
素
直
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
の
言
葉
は
、
書
い
て
い
た
だ
い

た
当
時
も
自
分
自
身
の
励
み
に
な
り
ま

し
た
が
、
今
読
み
返
し
て
も
励
み
に
な

り
、
戒
め
に
な
り
、
非
常
に
参
考
に
な

る
も
の
で
す
。
教
員
と
し
て
大
切
な
こ

と
を
再
確
認
で
き
た
り
、
問
題
解
決
の

糸
口
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、

社
会
人
一
年
目
の
自
分
を
思
い
出
し
、

懐
か
し
く
も
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
週
案
を
当
時
の
校

長
先
生
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
読

み
返
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
講
師
を
始
め
て
四
年
目
、

「
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の
気
持
ち
を
素

直
に
伝
え
た
ら
い
い
」と
い
う
言
葉
を
、

当
時
の
教
頭
先
生
か
ら
か
け
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
部
活
指
導
が
上

手
く
い
か
ず
、
落
ち
込
ん
で
い
る
と
き

で
し
た
。
職
員
室
で
は
教
頭
先
生
の
目

の
前
に
私
の
机
が
あ
り
、
そ
こ
で
た
ま

た
ま
世
間
話
を
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
そ
の
よ
う

な
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ど
の
よ
う
な
話
の
流
れ
で
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
て
も
ら
っ
た
か
は
忘
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉
を
聞
い

た
瞬
間
、
気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ

ま
で
に
も
他
の
先
生
方
か
ら
聞
い
て
、

そ
の
通
り
だ
と
自
分
で
も
思
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
は
そ
れ
ま

で
と
は
違
っ
て
、
言
っ
て
も
ら
っ
た
言

葉
が
腑
に
落
ち
る
感
覚
と
、
目
か
ら
鱗

が
剥
が
れ
落
ち
た
よ
う
な
感
覚
が
あ
り

ま
し
た
。
タ
イ
ミ
ン
グ
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
教
頭
先
生

の
人
柄
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
は

い
ま
し
た
が
、
情
に
厚
く
、
自
分
か
ら

進
ん
で
子
ど
も
た
ち
の
中
に
入
っ
て
い

く
先
生
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
先
生

だ
っ
た
の
で
、
危
な
っ
か
し
い
と
思
い

な
が
ら
も
、
私
の
こ
と
を
気
に
留
め
て

い
た
だ
き
、
そ
の
と
き
の
私
に
合
っ
た

言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

他
に
も
、「
こ
れ
ぞ
教
師
の
プ
ロ
だ
」

と
い
う
姿
勢
や
し
ん
ど
い
こ
と
も
楽
し

さ
に
変
え
て
乗
り
越
え
る
姿
勢
な
ど
を

間
近
で
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、「
先

生
の
思
う
よ
う
に
や
っ
て
欲
し
い
」
な

ど
と
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
協
力

し
て
い
た
だ
く
多
く
の
保
護
者
の
方
に

出
会
っ
た
り
し
ま
し
た
。
本
当
に
勉
強

に
な
り
、
人
に
恵
ま
れ
て
き
た
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
今
ま
で

以
上
に
い
ろ
い
ろ
な
人
に
出
会
え
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
出
会
い
を
楽
し
み
、

大
切
に
し
て
、
自
分
の
糧
に
変
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
〠 
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「
笑
を
失
え
る
日
本
人
」

　

日
露
戦
争
前
後
五
年
間
日
本
に
駐
在

せ
る
仏
国
公
使
ル
イ
、
バ
レ
ン
氏
は
、

大
正
十
三
年
再
び
我
国
に
来
遊
し
て
日

本
紀
行
を
著
し
た
が
、
其
の
中
に
「
笑

い
を
失
へ
る
国
民
」
と
い
ふ
一
章
が
あ

る
。
堀
口
九
万
一
氏
の
遊
心
録
の
中
の

訳
を
左
に
摘
録
す
る
。

　

日
露
戦
争
前
後
、
余
は
毎
年
春
秋
二

回
必
ず
二
三
週
間
日
本
の
各
地
を
旅
行

し
た
。
其
の
当
時
の
日
本
は
物
質
上
か

ら
い
へ
ば
今
日
よ
り
は
遥
に
劣
つ
て
ゐ

た
。劣
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
、

生
活
が
極
め
て
簡
易
で
あ
つ
た
。
併
し

国
民
の
元
気
は
今
日
と
は
比
較
に
な
ら

ぬ
程
緊
張
し
て
ゐ
た
。
田
舎
で
出
会
ふ

人
も
孰
れ
も
元
気
の
よ
い
顔
を
し
ゐ
た

し
、
貧
し
い
家
か
ら
は
、
元
気
の
好
い

歌
が
聞
え
笑
声
が
漏
れ
、
笑
に
満
ち
た

顔
が
窺
い
て
ゐ
た
。

　

然
る
に
其
の
後
僅
か
二
十
年
や
そ
こ

ら
の
今
日
、
玆
に
再
び
見
る
日
本
人
は

何
と
い
ふ
変
り
か
あ
で
あ
ら
う
。
成
る

程
富
の
程
度
も
、
文
化
の
設
備
も
そ
の

当
時
よ
り
遥
か
に
進
歩
し
た
る
事
は
争

は
れ
事
で
あ
る
が
、
国
民
全
体
の
元
気

は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
衰
へ
た
様
に
見
え

る
、
…
…
こ
ゝ
で
氏
の
観
察
せ
る
多
く

の
事
例
を
あ
げ
て
、
…
…
今
や
日
本
人

の
総
て
が
神
経
衰
弱
症
に
か
ゝ
つ
て
ゐ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
た
。

　

日
本
の
人
々
は
こ
の
神
経
衰
弱
的
鬱

病
状
態
を
ば
、
専
ら
生
活
難
か
ら
生
ま

れ
た
現
象
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ

う
ば
か
り
と
は
思
は
れ
ぬ
。
国
民
一
般

の
生
活
程
度
は
、
二
十
年
前
よ
り
は
改

善
せ
ら
れ
一
般
に
富
の
程
度
も
増
進
し

て
ゐ
る
。
国
民
に
元
気
が
あ
り
気
力
が

あ
れ
ば
、
生
活
難
な
ど
ゝ
頻
り
に
歎
く

理
由
が
な
い
。
貧
乏
で
も
元
気
で
さ
へ

あ
れ
ば
人
間
は
自
然
と
愉
快
な
表
情
を

有
つ
も
の
で
あ
る
。
苦
し
生
活
難
の
事

を
云
へ
は
、
二
十
年
前
の
方
が
今
日
よ

り
は
一
層
生
活
難
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
然
る
に
其
の
当
時
に
は
生
活
難
を

今
日
の
如
く
に
口
に
し
な
か
つ
た
で
は

な
い
か
。
だ
か
ら
今
日
こ
の
神
経
衰
弱

患
者
を
救
済
せ
ん
が
為
に
は
、
富
の
増

加
を
計
る
よ
り
も
、
国
民
に
あ
る
理
想

を
与
へ
て
其
の
元
気
を
振
作
す
る
こ
と

が
第
一
で
あ
る
。
元
気
を
振
作
せ
ず
し

て
、
徒
に
物
質
的
の
富
ば
か
り
増
進
し

た
所
で
、
治
療
に
は
何
の
役
に
も
立
た

な
い
の
み
な
ら
ず
、
却
つ
て
益
々
其
の

患
者
を
多
く
し
、
且
つ
そ
の
病
を
深
か

ら
し
め
る
の
み
で
あ
る
。

　

…
…
日
清
日
露
の
両
大
戦
に
日
本
が

百
戦
百
勝
し
た
の
は
、
笑
を
胸
中
に
貯

へ
た
国
民
、
即
ち
元
気
で
愉
快
で
快
活

な
国
民
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
つ
た
と
思

は
れ
る
。
然
る
に
今
や
日
本
時
は
其
の

当
時
の
元
気
を
失
ひ
、
面
上
の
笑
を
す

ら
な
く
す
る
に
至
つ
て
は
何
と
悲
し
む

べ
き
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
事

は
、
日
本
の
為
に
は
一
大
戦
敗
を
受
け

た
よ
り
も
、尚
ほ
大
な
る
損
失
で
あ
る
。

戦
敗
の
損
失
は
年
月
さ
へ
経
て
ば
取
り

か
へ
し
が
付
く
が
、
国
民
の
喪
失
し
た

元
気
を
回
復
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
日

本
の
政
治
家
等
は
政
権
の
争
奪
や
、
予

算
の
遣
り
繰
り
な
ど
ば
か
り
に
屈
託
せ

ず
、
国
民
一
般
の
元
気
の
振
作
が
こ
の

際
何
よ
り
も
肝
要
で
あ
る
こ
と
に
目
覚

め
る
を
要
す
る
。
富
が
如
何
程
増
加
し

よ
う
と
、
鉄
道
・
電
信
・
電
話
・
飛
行
機
・

自
動
車
・
ラ
ジ
オ
が
如
何
程
発
達
し
た

か
ら
と
て
、
其
の
国
民
が
元
気
を
喪
失

し
て
笑
顔
を
減
却
し
、
勇
往
邁
進
の
精

神
と
気
力
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
ら
、
鳥

の
ゐ
な
い
鳥
籠
同
様
、
見
る
か
ら
に
淋

し
く
悲
し
い
で
は
な
い
か
…
…

　

バ
レ
ン
氏
の
西
遊
か
ら
既
に
七
年
、

氏
の
指
摘
し
た
欠
陥
は
ど
う
な
っ
た
で

あ
ら
う
か
。
勿
論
、
長
い
間
雪
に
鎖
さ

れ
た
地
上
に
雄
々
し
く
も
若
芽
の
萌
え

出
る
様
に
、
全
国
の
こ
こ
そ
こ
に
勇
ま

し
い
農
村
振
興
の
雄
叫
び
が
聞
こ
え
ぬ

で
は
な
い
が
、
全
体
的
に
見
れ
ば
却
つ

て
こ
の
欠
陥
が
一
層
深
刻
に
な
っ
た
と

も
い
ひ
得
ら
れ
る
。
我
々
は
少
な
く
と

も
青
年
男
女
に
撥
溂
た
る
元
気
を
持
た

し
め
る
こ
と
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
其
の
為
に
は
彼
等
に
は
つ
き
り
し

た
理
想
を
把
握
せ
し
め
る
事
だ
。（
昭

和
六
年
五
月
号
）

「
制
度
よ
り
も
人
」

　

教
育
制
度
改
造
の
叫
び
が
大
き
く
な

る
に
連
れ
て
、真
剣
味
を
帯
び
て
き
た
。

諸
種
の
社
会
不
安
、
社
会
欠
陥
の
根
元

を
深
く
究
め
ん
と
す
る
時
、
勢
ひ
こ
の

教
育
制
度
に
及
ぶ
の
は
当
然
で
あ
っ

て
、
さ
て
こ
そ
思
想
国
難
経
済
国
難
等

の
深
刻
と
な
る
に
従
っ
て
、
教
育
改
造

の
叫
び
が
真
剣
味
を
帯
び
て
き
た
の
で

有
る
。
我
が
国
現
行
の
教
育
制
度
の
確

立
さ
れ
た
の
は
明
治
の
初
期
で
あ
る
。

従
っ
て
其
の
内
容
、
組
織
等
に
著
し
く

啓
蒙
的
の
色
彩
の
有
る
の
は
当
然
と
し

て
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
っ
た
。
其
後

社
会
事
情
の
変
遷
に
従
っ
て
幾
多
の
改

正
が
行
わ
れ
は
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
根

本
的
の
改
正
で
は
な
く
、
こ
の
濃
厚
な

る
啓
蒙
的
色
彩
の
み
は
依
然
と
し
て
つ

き
ま
と
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
教
育
制

度
が
、
社
会
事
情
の
変
遷
推
移
に
深
き

理
解
と
洞
察
と
を
欠
い
て
、
余
り
に
も

奇
形
的
に
発
達
せ
る
事
を
物
語
る
も
の

で
、
教
育
制
度
改
造
論
者
が
、
一
様
に

こ
の
点
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
有
る
。
然
ら
ば
如
何
に
改
造
せ

ら
る
べ
き
か
、
こ
の
点
に
言
及
す
る
こ

と
は
紙
面
が
許
さ
な
い
が
、
茲
に
い
は

ん
と
欲
す
る
の
は
「
制
度
よ
り
も
人
」

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
制
度
を
生
か
す

も
殺
す
も
人
だ
。
い
く
ら
教
育
制
度
が

改
つ
て
も
、
教
師
、
生
徒
、
そ
れ
か
ら

生
徒
の
父
兄
の
考
え
方
が
依
然
と
し
て

旧
の
如
く
で
あ
る
な
な
ら
ば
、
其
の
結

果
は
蓋
し
想
像
す
る
に
難
し
く
な
い
。

教
育
制
度
の
改
造
、
も
と
よ
り
結
構
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
、
明
治

初
年
以
来
国
民
の
脳
裏
に
植
え
付
け
ら

れ
た
、
教
育
に
つ
き
て
の
謬
れ
る
観
念

を
改
め
る
の
が
急
務
で
は
な
い
か
。
約

言
す
れ
ば
今
こ
そ
、
国
民
全
般
が
教
育

に
対
す
る
考
え
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
昭

和
六
年
六
月
号
）

林
傳
次
先
生
遺
稿
集

「
把
翠
」を
繙
く（
十
三
）

「
把
翠
」を
繙
く（
十
三
）

「
巻
頭
言
」
集

　

〜『
愛
媛
教
育
』誌
よ
り
〜

「
巻
頭
言
」
集

　

〜『
愛
媛
教
育
』誌
よ
り
〜
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先
生
は
、
内
子
町
（
旧
五
十
崎
町
平

岡
に
て
、
明
治
四
二
年
十
月
十
二
日
出

生
。
昭
和
一
〇
年
東
京
文
理
大
学
理
学

部
地
理
学
科
卒
業
し
、
同
年
今
治
高
等

女
学
校
、
北
予
中
、
愛
媛
師
範
学
校
に

奉
職
。
新
制
大
学
に
移
管
と
同
時
に
愛

媛
大
学
法
文
学
部
退
官
す
る
ま
で
四
十

年
間
、
子
弟
の
教
育
に
、
数
多
く
の
教

育
者
や
地
理
学
者
育
成
に
貢
献
さ
れ

た
。

　

先
生
と
の
出
会
い
は
、
昭
和
二
七
年

入
学
と
同
時
に
「
地
理
科
」
を
受
講
。

当
時
、
県
下
は
交
通
の
便
が
悪
く
、
地

勢
に
疎
く
講
義
を
受
け
て
視
野
が
広

ま
っ
た
。
当
時
先
生
は
、
四
十
六
歳
働

き
ざ
か
り
。
自
分
が
調
査
し
た
り
、
踏

査
さ
れ
た
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
、

地
図
・
写
真
・
統
計
等
提
示
し
て
熱
弁

の
あ
る
授
業
で
あ
き
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
授
業
中
は
、
少
し
禿
か
か
っ
た
頭

で
汗
を
ふ
き
ふ
き
、
赤
ら
顔
で
語
ら
れ

て
い
た
。

　

土
、
日
、
休
日
は
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ

ク
を
背
負
い
、
県
下
一
円
と
写
真
機
を

携
行
し
て
、
各
地
の
風
景
・
風
習
、
伝

統
行
事
、
風
俗
を
撮
り
続
け
、
研
究
資

料
作
り
に
努
め
ら
れ
た
。
当
時
、
交
通

の
便
が
悪
く
、
船
、
バ
ス
、
自
転
車
を

利
用
。
山
や
島
は
歩
い
て
、
人
家
に
泊

ま
っ
て
調
べ
た
苦
労
話
も
あ
っ
た
。

　

特
に
、
越
智
郡
大
長
村
の
「
柑
橘
栽

培
」
の
研
究
に
情
熱
を
注
ぎ
、「
ミ
カ

ン
博
士
」
と
し
て
名
が
知
ら
れ
た
。
地

理
学
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
の
分
野
で

も
調
査
研
究
さ
れ
た
。
四
国
遍
路
道
と

道
標
の
調
査
を
し
て
造
詣
が
深
か
っ

た
。
衛
門
三
郎
と
石
手
寺
の
話
等
印
象

に
残
っ
て
い
る
。
先
生
の
著
書
第
一
号

は
、
昭
和
二
四
年
「
私
た
ち
の
郷
土
・

愛
媛
県
」
四
十
三
歳
の
時
。
戦
後
四
年

目
の
た
め
、
物
不
足
の
頃
で
泥
紙
、
茶

色
、
百
二
十
ペ
ー
ジ
。
今
で
は
消
え
て

い
る
貴
重
な
写
真
、資
料
が
掲
載
さ
れ
、

戦
後
ま
も
な
い
時
に
よ
く
研
究
さ
れ
た

も
の
だ
と
思
う
。

　

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
理
学
博

士
の
学
位
取
得
。
旧
五
十
崎
町
に
も
貢

献
。
町
文
化
財
保
護
審
議
会
長
。
五
十

崎
凧
博
物
館
に
、
世
界
の
凧
を
寄
贈
し

運
営
委
員
。
館
建
設
や
世
界
、
日
本
の

凧
収
集
に
尽
力
さ
れ
た
。
町
観
光
協
会

顧
問
。
町
誌
編
纂
委
員
等
に
つ
か
れ
、

幅
広
い
知
見
で
郷
土
発
展
の
た
め
に
尽

力
さ
れ
た
。昭
和
五
〇
年
十
一
月
の「
内

山
地
歴
談
話
会
」
設
立
（
内
子
・
五
十

崎
両
町
）
に
も
貢
献
。

　

平
成
元
年
「
一
五
年
の
あ
ゆ
み
」
の

書
物
を
発
行
。そ
の
後
、「
郷
土
う
ち
こ
」

と
名
称
は
か
わ
っ
た
が
継
承
。
年
一
回

冊
子
発
行
三
四
号
で
る
。
私
も
冊
子
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
先
生

は
多
大
な
功
績
で
平
成
六
年
、
五
十
崎

町
名
誉
町
民
の
称
号
を
授
与
。
愛
媛
県

伝
統
的
特
産
品
振
興
対
策
委
員
長
、
愛

媛
県
史
編
纂
常
任
委
員
。
愛
媛
観
光
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
要
職
に
つ
か
れ

た
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
昭
和
五
五

年
（
一
九
八
〇
）
愛
媛
教
育
文
化
賞

を
受
け
、
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）

勲
三
等
旭
日
中
綬
章
。
昭
和
六
二
年

（
一
九
八
七
）
愛
媛
出
版
文
化
賞
。
平

成
五
年
（
一
九
九
三
）
愛
媛
放
送
賞
授

与
。
愛
媛
大
学
退
官
後
、
聖
カ
タ
リ
ナ

大
の
客
員
教
授
に
つ
か
れ
、
愛
媛
教
育

の
発
展
に
つ
く
さ
れ
た
。

　

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
一
〇
月

二
四
日
、
享
年
八
十
六
歳
で
永
眠
さ
れ

た
。
著
書
も
多
く
後
世
の
た
め
に
残
さ

れ
て
い
る
。

会
報
の
送
料
納
付

　
　
　
　

に
つ
い
て

　

平
成
二
十
八
年
二
月
号
で
も
お

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

知
ら
せ
し
ま
し
た

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
に
、
会
報

の
個
人
宛
発
送

4

4

4

4

4

は
、
送
料
を
各
自

で
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

出
費
多
端
の
折
柄
恐
縮
で
す
が
、

未
納
の
方
は
、
左
記
要
領
で
納
付

方
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

記

①
一
年
間
五
〇
〇
円
で
、
二
年
間

4

4

4

分
ず
つ
収
め
る

4

4

4

4

4

4

よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

②
二
年
ご
と
の
更
新
は
、
煩
さ
な

の
で
、
何
年
間
か
を
、
ま
と
め

ら
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

納
付
期
限　

毎
年
三
月
三
十
日
ま
で
と

　
　
　
　
　

し
、二
年
毎
に
更
新
す
る
。

送
金
方
法　

郵
便
為
替
・
現
金
書
留
・�

　
　

郵
便
振
替
で

　

振
替
口
座
番
号　

〇
一
六
四
〇
―
七
―
二
七
五
四

送
り
先　

〠
七
九
〇�

―
八
五
七
七

　
　
　
　
　

松
山
市
文
京
町
三

　
　
　
　
　
愛
媛
大
学
教
育
学
部
同
窓
会

　

領
収
書
は
、
振
替
用
紙

4

4

4

4

を
も
っ

て
、
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

村上節太郎先生

昭和24年８月５日発行
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田
舎
で
は
当
た
り
前
に
見
ら
れ
た
自

然
の
風
景
や
動
植
物
が
年
々
少
な
く
な

り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
私
の
住
む
小
野
は
松
山
市
の
東
端

に
あ
る
が
宅
地
化
が
進
み
、
以
前
は
水

田
を
渡
る
涼
し
い
風
に
気
持
ち
の
よ
い

夏
を
過
ご
し
て
い
た
が
、
今
は
窓
を
閉

め
切
っ
て
ク
ー
ラ
ー
に
頼
る
し
か
な
く

な
っ
た
。
喧
し
い
く
ら
い
の
蛙
の
声
・

ホ
タ
ル
を
見
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
昔

が
な
つ
か
し
い
。
五
十
年
も
前
に
な
る

が
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
イ
ラ
ガ
の

ま
ゆ
の
実
物
を
見
せ
て
や
ろ
う
と
探
し

回
っ
た
が
ど
う
し
て
も
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
今
は
そ
の
イ
ラ
ガ

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
め
っ
た

に
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ヒ
ョ
ウ
モ
ン

チ
ョ
ウ
が
街
中
で
も
見
か
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
幼
虫
の
餌
に
な
る
ス
ミ
レ
が

沢
山
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

だ
そ
う
だ
。
ま
た
佐
田
岬
半
島
で
や
っ

と
見
か
け
る
こ
と
の
で
き
た
ナ
ガ
サ
キ

ア
ゲ
ハ
が
ど
こ
で
も
見
ら
れ
、
我
家
の

ユ
ズ
や
ダ
イ
ダ
イ
の
木
で
も
幼
虫
が
育

ち
、
春
か
ら
秋
ま
で
何
回
も
羽
化
し
て

い
る
。
昨
年
の
夏
に
は
何
年
も
見
る
こ

と
の
な
か
っ
た
国
蝶
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
に

東
温
市
の
山
麓
で
出
会
い
、
そ
の
美
し

さ
に
息
を
の
ん
だ
。
調
べ
て
み
る
と
食

草
は
エ
ノ
キ
、
石
手
川
の
土
手
や
神
社

の
境
内
な
ど
方
々
に
大
木
が
あ
っ
た

が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
目
に
つ
か
な
く

な
っ
た
。
限
ら
れ
た
植
物
が
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
希
少
な
昆
虫
な
ど
を

守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
貴
重
な

植
物
を
大
切
に
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

（
〠 

791－
�0242 

松
山
市
北
梅
本
町

���　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
四
一
）　

絵
手
紙 

宮
内
　
久
司

（
昭
三
一
卒
）

未
来
へ
と
素
質
輝
く
子
は
宝

欲
得
が
無
い
か
ら
染
み
る
お
も
て
な
し

お
も
て
な
し
笑
顔
に
心
癒
さ
れ
る

柔
ら
か
い
方
に
引
か
れ
る
人
当
た
り

粗
探
し
止
め
て
良
い
と
こ
褒
め
て
や
る

怒
鳴
る
よ
り
じ
っ
く
り
諭
す
低
い
声

駄
目
ダ
メ
と
訳
も
言
わ
ず
に
子
を
叱
る

ダ
メ
ダ
メ
と
駄
目
な
叱
り
で
子
を
ダ
メ

に叱
り
方
下
手
で
反
感
ば
か
り
買
う

聞
き
飽
い
た
マ
マ
の
小
言
に
子
は
そ
っ

ぽ決
め
付
け
ず
子
の
言
い
分
も
聞
く
ゆ
と

り子
を
叱
る
う
か
つ
な
言
葉
傷
付
け
る

愛
情
の
不
足
へ
荒
れ
る
子
の
心

豊
か
さ
に
慣
れ
て
ち
っ
と
も
せ
ぬ
我
慢

子
を
叱
る
あ
れ
も
こ
れ
も
と
多
過
ぎ
る

（
〠 

791－
�1104 

松
山
市
北
土
居
五
丁
目

�

一－

三
九
）　

 

川　

柳

丹
下
　
友
和

（
昭
二
三
愛
師
）

子
を
叱
る

自
然
の
移
り
か
わ
り
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灯と
も
しあ
げ
読
む
正
信
偶
き
は
ま
り
て
淋

し
き
け
ふ
の
心
を
救
ふ

わ
が
唱
へ
わ
れ
に
き
こ
ゆ
る
念
仏
は
わ

れ
を
見
給
ふ
み
仏
の
声

め
ぐ
り
よ
り
支
へ
ら
れ
過
ぎ
ゆ
く
わ
れ

の
日
　々

八
十
五
歳
感
謝
あ
る
の
み

　
　

―
―
＊
―
―
＊
―
―

　

朝
五
時
頃
目
を
さ
ま
し
手
足
の
動
く

こ
と
を
確
か
め
、
新
聞
を
読
み
六
時

二
十
五
分
テ
レ
ビ
に
合
は
せ
体
操
を
し

て
お
り
ま
す
。
ポ
ケ
ッ
ト
に
歩
数
計
を

入
れ
て
し
ば
ら
く
あ
ち
こ
ち
と
歩
い
て

い
ま
す
。
私
の
家
は
旧
道
「
遍
路
道
」

に
沿
っ
て
お
り
向
い
に
は
管
理
者
の
い

な
い
空
地
が
草
に
ま
み
れ
て
拡
が
っ
て

お
り
ま
し
た
。
四
畝
ぐ
ら
い
は
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
退
職
後
少
し
ず
つ
手
入

れ
す
る
よ
う
に
な
り
今
で
は
一
年
中
、

次
々
と
花
が
咲
い
て
慰
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

 

短　

歌

道
の
辺
の
荒
地
耕
し
花
あ
ま
た
植
ゑ
て

過
ぎ
ゆ
く
晩
年
の
日
々

道
の
辺
の
花
畑ば

た
に
来
て
草
抜
く
は
苦
を

抜
く
に
似
て
心
ほ
ぐ
る
る

元
気
よ
く
挨
拶
く
る
る
登
校
の
子
ら
を

花
畑
に
立
ち
て
見
送
る

草
抜
く
手
合
は
せ
て
遍
路
を
見
送
り
ぬ

露
し
と
ど
な
る
花
の
中
よ
り

わ
が
夫
の
殊
に
好
み
し
白
牡
丹
咲
き
き

は
ま
り
て
か
す
か
に
搖
ら
ぐ

世
界
地
図
拡
げ
て
け
ふ
も
国
境
を
越
ゆ

る
難
民
の
ニ
ュ
ー
ス
見
て
を
り

夜
も
す
が
ら
轟
々
と
吹
く
や
ま
じ
風
東

北
を
思
ひ
九
州
思
ふ

平
井
　
直
子

（
昭
二
五
卒
）

 
俳　

句

平
野
　
範
里

（
昭
二
九
卒
）

東
温
市
一
畳
庵
吟
行

城
師
仮
寓
一
畳
庵
て
ふ
若
葉
光

片
手
椀
僧
の
読
経
や
涅ね

槃は
ん

西に

風し

読
む
答
辞
途
切
れ
途
切
れ
や
卒
業
式

早
春
や
空
海
の
道
辿
る
日
々

特
攻
兵
た
り
し
頃

母
に
髪
送
り
し
日
あ
り
敗
戦
忌

快
晴
や
石
鎚
霊
峰
山
開

麦
藁
帽
並
び
し
波
止
や
太
公
望

将
棋
指
す
片
手
団
扇
や
涼
み
台

晩
秋
や
情
あ
る
句
を
と
師
の
訓
へ

滑
床
吟
行

秋
水
の
千
畳
敷
を
滑
り
け
り

灯
火
親
し
手
擦
れ
歳
時
記
座
右
に
あ
り

身
に
入
む
や
北
朝
鮮
の
拉
致
解
け
ず

冬
晴
や
逆
打
ち
遍
路
磴
百
段

国く
に
民た
み
の
寿
ぐ
日
な
り
大
旦
あ
し
た

対
峙
せ
る
阿あ

吽う
ん
の
仁
王
冬
の
門

無
為
無
策
日
々
を
過
し
て
は
や
師
走

　
　

―
―
＊
―
―
＊
―
―

　

俳
句
人
生
五
十
年
。
鶴
・
渋
柿
に
所

属
し
な
が
ら
私
な
り
の
取
り
組
み
を
し

て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。感
動
の
記
録
・

俳
句
日
記
と
し
て
の
句
は
私
の
俳
句
観

で
も
あ
る
。
一
日
の
中
で
感
動
す
る
こ

と
は
誰
で
も
あ
る
と
思
う
。
そ
の
感
動

を
僅
か
十
七
音
で
ま
と
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
ば
の
粋

を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
む

人
に
共
感
を
得
、
理
解
し
て
い
た
だ
け

る
句
を
作
り
た
い
。
最
近
は
特
に
情
の

あ
る
句
を
と
心
掛
け
て
い
る
。

　

十
年
前
に
喜
寿
記
念
と
し
て
「
青
柿

千
句
集
」
を
発
刊
し
た
。
今
年
は
米
寿

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
米
寿
記
念
「
青
柿

千
句
集
Ⅱ
」
を
発
刊
す
る
予
定
で
、
平

成
十
八
年
か
ら
二
十
八
年
で
千
句
を
選

ん
で
い
る
最
中
で
あ
る
。

　

同
窓
会
誌
の
投
句
依
頼
を
受
け
た
の

で
米
寿
に
近
い
年
四
年
間
か
ら
春
夏
秋

冬
を
四
句
ず
つ
選
び
計
十
六
句
を
投
句

す
る
こ
と
に
し
た
。
実
に
気
楽
な
投
句

で
あ
る
。
こ
ん
な
俳
句
の
趣
味
を
も
つ

者
も
あ
る
ん
だ
と
笑
止
さ
れ
た
い
。

（
〠 

798－
�0054 

宇
和
島
市
笹
町

�

一－

三－

二
九
）　

米
寿
記
念
千
句
集
よ
り

　

春
夏
秋
冬

　

荒
地
に
花
を
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終
戦
を
迎
え
た
。
日
本
の
教
育
制
度
は

大
き
く
変
化
し
た
。
昭
和
二
十
四
年
に

は
愛
媛
大
学
教
育
学
部
が
発
足
し
、
師

範
学
校
は「
愛
媛
大
学
愛
媛
師
範
学
校
」

と
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
年
後
の
昭

和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
を
以
っ
て

つ
い
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
こ
に
明
治
九

年
に
発
足
し
た
愛
媛
師
範
学
校
は
、
そ

の
す
べ
て
を
愛
媛
大
学
教
育
学
部
に
引

き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

愛
媛
の
師
範
学
校
は
七
十
五
年
の
歴

史
で
あ
っ
た
。
今
年
は
教
育
学
部
発
足

六
十
七
年
と
合
わ
せ
て
百
四
十
周
年
と

な
る
（
二
年
間
の
ダ
ブ
リ
が
あ
る
。）

四
、
私
と
師
範
学
校

　

師
範
学
校
を
受
験
し
た
の
は
私
の
意

志
か
ら
で
は
な
い
。
七
人
兄
弟
の
う
ち

兄
二
人
と
姉
一
人
が
師
範
学
校
に
進
学

し
て
い
た
の
で
、
父
は
末
っ
子
で
あ
る

私
に
も
師
範
学
校
へ
の
進
学
を
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
片
田
舎
の
貧
し
い
農
家

の
子
供
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
に
は
経

済
的
に
も
師
範
学
校
が
最
善
だ
と
思
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
入
学
試
験
と
入
学
式

　

昭
和
二
十
二
年
の
春
、
師
範
学
校
予

科
を
受
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時

兄
が
本
科
二
年
に
在
学
中
で
あ
っ
た
の

で
、
受
験
、
入
学
に
関
す
る
す
べ
て
を

取
り
仕
切
っ
て
く
れ
た
。
以
下
兄
の
日

記
か
ら
要
点
を
記
し
て
み
た
い
。

　

三
月
三
十
日　

弟
の
受
験
の
た
め
三

津
浜
の
一
色
旅
館
に
投
宿
、
一
泊
二
人

で
七
十
円
取
ら
れ
た
。
後
か
ら
客
が
来

て
八
畳
の
部
屋
に
五
人
で
あ
る
。

　

三
月
三
十
一
日　

弟
の
受
験
日
、
学

力
検
査
、
身
体
検
査
あ
り
。
合
格
せ
ん

こ
と
を
祈
る
。
弟
の
話
で
は
試
験
は
成

績
良
好
と
い
う
。

　

四
月
一
日　

口
頭
試
問
あ
り
、
諸
注

意
を
し
て
送
り
出
す
。

　

四
月
九
日　

合
格
発
表
を
見
に
行

く
。
幸
い
に
も
弟
は
合
格
し
て
い
た
。

恐
ら
く
は
駄
目
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
が
予
想
は
違
っ
て
い
た
。
合
格
は
良

い
が
親
は
二
人
の
学
資
に
困
る
だ
ろ

う
。

　

五
月
二
日　

弟
の
入
学
式
。
三
津
の

女
子
部
講
堂
で
行
わ
れ
る
。
弟
は
二
組

で
あ
る
。
校
長
が
師
範
タ
イ
プ
を
な
く

す
よ
う
く
ど
く
ど
と
説
明
し
て
い
た
。

　

五
月
五
日　

弟
が
新
し
い
社
会
へ
の

ス
タ
ー
ト
を
切
る
初
め
て
の
出
校
日
で

あ
る
。
太
山
寺
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
や

り
た
い
が
、
自
分
の
事
も
あ
り
、
予
科

二
年
の
Ｋ
君
に
た
の
ん
で
連
れ
て
行
っ

て
も
ら
う
。

六
、
太
山
寺
で
の
学
習

　

当
時
松
山
市
は
焼
け
野
原
で
下
宿
で

き
る
よ
う
な
家
は
な
く
東
は
今
治
市
、

南
は
大
洲
市
く
ら
い
の
者
は
通
学
生
と

さ
れ
た
。
通
学
不
可
能
な
者
は
太
山
寺

の
宿
房
や
地
区
の
公
会
堂
が
寮
と
な
っ

て
い
た
。
寮
と
い
っ
て
も
昼
間
は
教
室

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
上
灘
町
（
現
伊
予
市
双
海
町
）

で
兄
と
同
宿
し
て
い
た
。
通
学
は
上
灘

駅
→
松
山
駅
→
伊
予
鉄
江
戸
町
駅
（
現

大
手
町
駅
）
→
三
津
駅
で
下
車
、
歩
い

て
太
山
寺
ま
で
雨
の
日
も
風
の
日
も
雪

の
日
も
約
二
時
間
か
け
て
通
学
し
た
。

　

太
山
寺
で
の
勉
強
が
始
ま
っ
た
が
、

学
校
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
昼
は
教
室
、
夜
は
寮
で
畳
敷

き
の
部
屋
に
長
机
を
並
べ
座
っ
て
の
学

習
は
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
同
然
で
あ
っ

た
。
う
す
暗
い
部
屋
に
は
天
井
か
ら
裸

電
球
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
が
雨
の
日

に
は
暗
く
て
文
字
を
書
く
に
も
苦
労
し

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

雨
の
日
に
は
休
講
と
な
る
先
生
が
多

く
、
な
ん
の
た
め
に
苦
労
し
て
登
校
し

た
の
か
と
思
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
休

講
の
時
に
は
部
屋
の
う
し
ろ
に
片
付
け

ら
れ
て
い
る
枕
を
投
げ
合
っ
て
遊
ん
だ

の
も
な
つ
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。

　

前
年
度
入
学
の
二
年
生
に
は
軍
隊

　

八
月
二
十
日
㈯
開
催
の
「
第
十
五
回

愛
媛
大
学
教
育
学
部
同
窓
会
懇
親
会
」

は
、
愛
媛
師
範
創
立
百
四
十
周
年
記
念

懇
親
会
の
副
題
の
も
と
松
山
全
日
空
ホ

テ
ル
で
盛
大
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　

師
範
学
校
制
度
最
後
の
卒
業
生
の
一

人
と
し
て
、
本
県
の
師
範
学
校
の
沿
革

と
戦
後
の
混
乱
期
の
師
範
学
校
の
様
子

を
記
し
て
み
た
い
。

一
、
愛
媛
師
範
学
校
の
沿
革

　

愛
媛
県
師
範
学
校
は
、
明
治
九
年

（
一
八
七
六
年
）
松
山
市
二
番
町
で
開

校
式
を
行
い
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
愛

媛
県
伊
予
師
範
学
校
、
愛
媛
県
師
範
学

校
、
愛
媛
県
尋
常
師
範
学
校
な
ど
と
校

名
を
改
称
し
な
が
ら
、
明
治
二
十
三
年

に
は
松
山
市
木
屋
町
に
校
舎
を
新
築
し

移
転
し
た
。

　

明
治
四
十
一
年
に
は
、
再
度
愛
媛
県

師
範
学
校
と
改
称
、
女
子
部
は
明
治

四
十
三
年
温
泉
郡
三
津
浜
町
に
愛
媛
県

女
子
師
範
学
校
と
し
て
分
離
独
立
し

た
。
昭
和
十
八
年
師
範
学
校
制
度
が
、

文
部
省
直
轄
と
な
り
、
名
称
も
愛
媛
師

範
学
校
と
な
り
男
子
部
（
木
屋
町
）、

女
子
部
（
三
津
浜
）
と
し
て
再
び
統
一

さ
れ
た
。

二
、
松
山
大
空
襲
に
よ
る
校
舎
焼
失

　

愛
媛
大
学
五
十
年
史
に
よ
る
と
「
昭

和
二
十
年
七
月
二
十
六
日
の
夜
半
、
松

山
市
は
米
軍
爆
撃
機
の
空
襲
を
受
け
、

松
山
市
中
心
部
は
ほ
と
ん
ど
灰
じ
ん
に

帰
し
た
。
木
屋
町
に
あ
っ
た
男
子
部
の

校
舎
は
全
焼
し
た
。
九
月
か
ら
は
戦
災

を
免
れ
た
三
津
浜
の
女
子
部
校
舎
で
本

科
生
、
太
山
寺
本
堂
、
宿
房
、
同
地
区

の
公
会
堂
で
予
科
生
の
授
業
が
行
わ
れ

た
。」
と
あ
る
。

三
、
師
範
学
校
か
ら
教
育
学
部
へ

　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
日
本
は

副
会
長

峯
本
　
高
義

（
昭
三
〇
卒
）

師
範
学
校
か
ら
教
育
学
部
へ

―

百
四
十
年
の
歩
み―

愛媛師範学校跡地に建つ記念碑
（松山市若草町）
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円
満
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
当
時
こ
の

練
兵
場
に
は
、
海
外
か
ら
の
引
揚
者
、

罹
災
者
等
が
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
住
み
つ

き
、
近
隣
住
民
等
も
野
菜
な
ど
を
栽
培

し
明
け
渡
し
を
こ
ば
ん
で
い
た
。
そ
れ

ら
を
一
挙
に
解
決
し
た
の
は
松
山
市
主

催
の
「
市
制
六
〇
周
年
記
念
産
業
復
興

大
博
覧
会
」（
24
・
３
・
20
か
ら
二
か
月
）

で
あ
っ
た
。

　

博
覧
会
終
了
後
土
地
と
建
物
の
主
な

も
の
が
師
範
学
校
の
土
地
と
交
換
に
教

育
学
部
に
寄
付
さ
れ
る
こ
と
が
事
前
に

話
し
合
わ
れ
て
お
り
、
会
終
了
後
、
本

格
的
に
復
興
が
進
ん
だ
。

　

昭
和
二
十
五
年
度
に
は
、
私
た
ち
予

科
生
も
城
北
練
兵
場
の
現
在
の
大
学

キ
ャ
ン
パ
ス
で
授
業
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
当
初
は
あ
の
広
い
キ
ャ
ン
パ

ス
を
教
育
学
部
だ
け
が
使
用
し
て
お

り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
近
隣
住
民
等

が
耕
作
地
と
し
て
使
用
し
て
い
た
部
分

が
多
か
っ
た
。

　

井
上
宮
久
学
部
長
の
指
揮
の
も
と
、

収
穫
前
の
作
物
を
取
り
除
く
作
業
が
何

回
も
行
わ
れ
、
住
民
た
ち
と
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
こ
と
が
再
三
あ
っ
た
。
今
思
い

出
し
て
も
気
の
毒
な
こ
と
を
し
た
と
の

思
い
が
強
い
。

　

太
山
寺
→
三
津
浜
→
木
屋
町
と
転
々

と
し
た
私
た
ち
最
終
ラ
ン
ナ
ー
の
予
科

生
は
、
や
っ
と
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
き

昭
和
二
十
六
年
三
月
二
日
、
愛
媛
大
学

愛
媛
師
範
学
校
予
科
修
了
の
證
書
を
い

た
だ
き
、
こ
こ
に
愛
媛
の
師
範
学
校
制

度
は
完
全
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

十
、
教
育
学
部
三
期
生
と
し
て

　

私
た
ち
予
科
修
了
生
の
進
路
は
、
教

育
学
部
四
年
課
程
、
同
二
年
課
程
へ
進

学
す
る
者
、
進
学
を
し
な
い
で
社
会
に

出
る
者
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
私
は
四
年

課
程
入
学
を
目
指
し
必
死
に
勉
強
し

た
。
外
部
か
ら
の
受
験
生
と
い
っ
し
ょ

に
入
学
試
験
を
受
け
合
格
す
る
こ
と
が

条
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
に

も
初
等
教
育
学
科
に
入
学
を
許
さ
れ
、

昭
和
三
十
年
三
月
第
三
期
生
と
し
て
卒

業
し
、
県
下
の
公
立
学
校
の
教
員
と
し

て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。

　

一
般
入
試
と
い
う
関
門
を
経
た
と
は

い
え
、
同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
落
第
も
せ

ず
八
年
間
も
在
学
し
た
の
は
私
た
ち
ぐ

ら
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
予
科
練
）
帰
り
の
人
が
多
く
、
何
か

に
つ
け
て
よ
く
し
ご
か
れ
た
。
本
堂
の

板
間
に
正
座
さ
せ
ら
れ
「
こ
と
ば
づ
か

い
が
悪
い
」「
礼
儀
が
悪
い
」
な
ど
何

か
に
つ
け
て
注
文
づ
け
ら
れ
た
。
直
接

ビ
ン
タ
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な

か
っ
た
が
長
時
間
の
正
座
は
本
当
に
つ

ら
か
っ
た
。

　

来
年
は
下
級
生
を
し
ご
い
て
や
ろ
う

と
話
し
合
っ
た
が
、
次
年
度
か
ら
は
募

集
停
止
、
万
年
下
級
生
で
予
科
四
年
間

を
通
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

七
、
男
女
共
学
一
番
の
り

　

太
山
寺
で
の
学
習
は
一
年
で
終
り
、

昭
和
二
十
三
年
度
に
は
三
津
浜
の
女
子

部
校
舎
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

通
学
は
楽
に
な
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も

高
浜
線
の
朝
の
電
車
は
超
満
員
で
あ
っ

た
。
山
西
駅
近
く
に
は
新
田
中
学
校
、

新
設
さ
れ
た
松
山
外
国
語
専
門
学
校
が

あ
り
江
戸
町
駅
（
現
大
手
町
駅
）
か
ら

の
乗
車
は
い
つ
も
大
変
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
楽
し
か
っ
た
の
は
女
子
部

の
生
徒
と
共
学
に
な
り
、
な
ご
や
か
な

雰
囲
気
の
中
で
す
べ
て
が
進
行
し
た
こ

と
で
あ
る
。
県
下
の
学
校
で
は
ま
だ
共

学
に
な
っ
て
い
る
学
校
は
な
く
、
男
女

共
学
一
番
の
り
で
あ
っ
た
。

八
、
三
津
浜
を
追
わ
れ
て

　

男
女
共
学
で
喜
ん
だ
三
津
浜
で
の
生

活
も
そ
う
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
当

時
、
警
察
予
備
隊
（
自
衛
隊
の
前
身
）

の
松
山
駐
屯
の
話
が
あ
り
そ
の
候
補
地

が
三
津
浜
の
女
子
部
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

愛
媛
県
、
松
山
市
、
学
校
の
間
で
旧

城
北
練
兵
場
（
現
愛
大
キ
ャ
ン
パ
ス
）

と
の
交
換
の
話
が
進
み
、
昭
和
二
十
四

年
四
月
に
は
愛
媛
大
学
教
育
学
部
が
こ

の
地
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

三
津
浜
の
地
を
追
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
私
た
ち
は
焼
失
し
た
木
屋
町
の

焼
け
跡
に
建
て
ら
れ
た
ト
タ
ン
屋
根
の

バ
ラ
ッ
ク
校
舎
で
授
業
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
通
学
は
楽
に
な
っ
た
が
こ

の
校
舎
は
雨
が
降
る
と
ト
タ
ン
屋
根
に

反
響
し
て
先
生
の
声
が
と
ど
か
ず
風
の

強
い
日
に
は
「
す
き
ま
風
」
に
な
や
ま

さ
れ
た
。
照
明
は
暗
く
と
て
も
授
業
を

受
け
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

九
、
城
北
の
現
在
地
へ

　

昭
和
二
十
四
年
四
月
に
旧
練
兵
場
で

誕
生
し
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「
今
・
こ
こ
に
」
息
づ
い
て
い
る
わ

れ
わ
れ
自
身
の
経
験
世
界
の
分
析
に
さ

い
し
て
、
そ
の
基
本
的
構
造
関
係
を
示

す
哲
学
用
語
で
あ
る
客
体
（object

）

と
主
体
（subject

）
に
相
当
す
る
用

語
は
、『
唯
識
三
十
論
』
で
はgrāhya

とgrāhaka

で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
に

動
詞
語
根√

￣
よ
り
派
生
し
た
用

語
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
義
で
あ
る

「
つ
か
み
と
る
」
と
い
う
占
有
の
義
を

強
く
残
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
漢
訳

で
は
所し

ょ

取し
ゅ

・
能の

う

取し
ゅ

を
配
当
し
て
い
る
。

「
取
」
は
文
字
通
り
「
と
る
」
義
で
あ

る
が
、
こ
れ
か
ら
「
把
握
す
る
、
知
覚

す
る
、
認
識
す
る
、
観
察
す
る
、
執
着

す
る
等
」
の
認
識
論
的
価
値
論
的
諸
概

念
が
派
生
し
、
そ
れ
を
包
含
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
能
・
所
を

冠
す
る
。「
能
」は
動
作
の
起
点
を
、「
所
」

は
そ
の
終
点
を
示
す
。
あ
る
い
は「
能
」

は
能
動
的
で
あ
り
、「
所
」
は
受
動
的

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
能
・
所
は
全

く
相
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
を

現
代
語
訳
す
る
な
ら
、grāhya

は
「
認

識
さ
れ
る
客
体
」
で
あ
り
、grāhaka

は
「
認
識
す
る
主
体
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
「
経
験
識
」
は
固
定
的

不
変
的
な
静
止
状
態
に
あ
る
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
動

と
し
て
一
瞬
た
り
と
も
止
ま
っ
て
は
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
験
識
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
世せ

親し
ん
（V

asubandhu

）

は
、
識し

き

転て
ん

変ぺ
ん

（vijñāna-parin

4ām
a

）

と
い
う
独
創
的
用
語
法
に
よ
っ
て
精

緻
な
論
理
を
展
開
し
、
そ
れ
は
安あ

ん

慧ね

（Sthilam
ati

）
に
よ
っ
て
更
に
詳
し

く
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
言

う
。

　
　

い
っ
た
い
こ
の
転
変
（
生
成
変

化
）
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
変
異

性
（
他
の
も
の
に
変
わ
る
こ
と
）

で
あ
る
。
転
変
（
生
成
変
化
）
と

は
、
因い

ん
の
刹せ

つ
那な

（
直
前
過
去
）
の

消
滅
と
同
時
に
、
因
の
刹
那
（
直

前
過
去
）
と
は
相
の
異
な
っ
た
果か

の
自
体
（
直
後
未
来
）
が
生
起
す

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
非
常
に
純
化
さ
れ
凝
縮
さ
れ

た
経
験
識
の
時
間
論
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
の
日
常
性
に
お
け
る
常
識
的
時
間
論

と
は
根
本
的
に
相
違
す
る
。
世
親
は
こ

の
経
験
識
の
時
間
系
列
で
あ
る
こ
の
識

転
変
を
思
惟
基
準
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ

の
経
験
世
界
の
全
体
構
造
を
真
実
最
高

の
認
識
（
勝

し
ょ
う

義ぎ

）
に
お
い
て
は
実
体

的
な
も
の
で
は
な
い
、
た
だ
わ
れ
わ
れ

の
分ふ

ん
別べ

つ
（
概
念
構
想
）
が
識
転
変
の
系

列
上
に
仮け

設せ
つ

（
仮
構
）
さ
れ
た
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
論
第
一

偈
に
言
う
。

　
　

こ
の
経
験
世
界
に
お
い
て
、我が（
主

体
存
在
）
と
法ほ

う
（
客
体
存
在
）
と

い
う
多
種
多
様
な
仮
設
（
概
念
的

仮
構
）
が
生
ず
る
の
は
、
こ
の
識

の
転
変
（
生
成
変
化
）
に
依
る
も

の
で
あ
る
。

同
じ
く
、
本
論
第
十
七
偈
に
言
う
。

　
　

識
の
転
変
（
生
成
変
化
）
が
い
わ

ゆ
る
分
別
（
概
念
構
想
）
で
あ
る
。

こ
の
識
の
転
変
に
よ
っ
て
分
別
さ

れ
る
対
象
は
実
在
し
な
い
。
従
っ

て
、
こ
の
経
験
世
界
の
全
体
は
経

験
識
に
す
ぎ
な
い
も
の
（
唯ゆ

い

経け
い

験け
ん
識し
き
）
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
世
俗

的
な
判
断
習
慣
で
は
、grāha-draya

（
二
種
の
執
着
）、
す
な
わ
ちgrāhya-

grāha

（
所
取
の
執
、
認
識
さ
れ
る
客

体
へ
の
執
着
）
とgrāhaka-grāha

（
能
取
の
執
、
認
識
す
る
主
体
へ
の
執

着
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
経
験
世
界
の
構

成
要
素
で
あ
る
我
（
主
体
存
在
）
と

法
（
客
体
存
在
）
と
の
種
々
相
は
実
体

的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ

る
。
現
実
的
諸
判
断
に
お
い
て
は
主
観

と
客
観
と
の
分
岐
（
認
識
の
二
部
門
）

が
常
識
で
あ
る
。（
小
さ
な
め
だ
か

0

0

0

に

も
眼
が
あ
る
。）
わ
れ
わ
れ
は
、
な
に

よ
り
も
ま
ず
、
経
験
の
根
拠
を
有う

身し
ん

見け
ん

（satkāyadr

9st4
4i

、
肉
体
的
個
体
存

在
を
自
我
と
想
い
な
す
見
解
）
に
求

め
、
二
種
の
執
着
を
離
そ
う
と
し
な

い
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
基

本
形
式
は
、「
私
は
眼
な
ど
に
よ
っ
て

色い
ろ

・
形

か
た
ちな

ど
を
認
識
し
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。grāhaka

な
る
私
が
、

grāhya

な
る
色
・
形
（
物
）
を
眼
識

な
ど
と
い
っ
た
肉
体
的
感
覚
諸
器
官
を

媒
介
と
し
て
認
識
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
基
本
形
式

に
よ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
識

は
、
眼げ

ん
・
耳に

・
鼻び

・
舌ぜ

つ
・
身し

ん
の
諸
識
な

る
肉
体
的
感
覚
的
認
識
が
優
先
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
際
、
こ
の
基
本
的
認
識
作
用

に
お
い
て
、grāhaka

（
主
体
）
に

お
け
る
経
験
識
は
、
こ
の
基
本
的
認

識
作
用
か
ら
派
生
す
る
反
射
的
反
作

用
（kleça

、
煩ぼ
ん

悩の
う
）
に
よ
っ
て
情
緒

的
目
的
的
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
こ

の
基
本
的
認
識
作
用
か
ら
派
生
す
る
解

釈
的
反
作
用
（karm

a

、
業ご

う
）
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
識
は
社
会
的
倫

理
的
に
な
る
。
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ

の
日
常
的
認
識
機
能
に
お
い
て
は
、
こ

の
基
本
的
認
識
作
用
の
上
に
自
然
発
生

的
に
随
伴
し
て
く
る
二
つ
の
反
作
用

（karm
a-kleça

、
業
と
煩
悩
）
が
絡

み
合
い
、
認
識
機
能
そ
の
も
の
を
あ
る

程
度
ま
で
目
的
化
し
、
具
体
化
し
て
い

る
の
が
常
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
感
覚
的
認
識
の
基
本
形

式
は
、
限
定
的
な
が
ら
あ
る
空
間
的

拡
が
り
を
予
想
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

grāhaka-grāha

（
認
識
す
る
主
体
へ

の
執
着
）
と
、
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
選

び
取
ら
れ
たgrāhya-grāha

（
認
識

さ
れ
る
客
体
へ
の
執
着
）
と
の
相
関
的

対
応
領
域
は
、
強
調
さ
れ
た
自
我
意
識

（
虚こ

妄も
う

分ふ
ん

別べ
つ

、abhūta-parikalpa

、

あ
る
い
は
遍へ

ん

計げ

所し
ょ

執し
ゅ
う、parikalpita

）

の
場
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
経
験
識
」
の
唯
識
的
分
析

を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で

は
経
験
識
の
表
層
構
造
（
上
部
構
造
）

を
な
す
感
覚
的
認
識
に
視
点
を
置
い
て

述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ

は
次
に
、
感
覚
的
認
識
の
基
礎
で
あ
り

吉
原
　
宏
文

（
昭
四
二
卒
）

転

　
　依

―

『
唯
識
三
十
論
』に
お
け
る―

て
ん

　
　
　
　
　ね

grah
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経
験
識
の
深
層
構
造
（
下
部
構
造
）
で

も
あ
る
非
感
覚
的
認
識
の
存
在
を
確
認

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
感
覚
的
認
識
は
非
感
覚
的
認
識
と

融
合
一
体
に
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
感
覚
的
認
識
は
非
感
覚
的
認

識
の
巨
大
な
前
景
と
後
景
か
ら
引
き
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
う
で
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
明
確
な
感
覚
的
認
識
も
現
在

の
事
実
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
唯ゆ

い

識し
き

三さ
ん

十
じ
ゅ
う

論ろ
ん

』
に
お
け
る
阿あ

頼ら

耶や

識し
き

（ālaya-

vijñāna

）と
転て

ん
識し

き（pravr

9tti-vijñāna

）

と
の
関
係
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
経
験
識
の
全
体
構

造
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は

そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
「
経
験

識
」
に
お
い
て
、
非
感
覚
的
認
識
の
最

た
る
実
例
は
、
転
変
（parin

4ām
a

、

生
成
変
化
）
の
時
間
系
列
に
お
け
る
わ

れ
わ
れ
自
身
の
因
の
刹
那
（kāran

4a-

ks

4an

4a

、
直
前
過
去
）
に
つ
い
て
の
知

識
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
直
前
過
去
は

経
験
識
の
機
会
（occasion

）
あ
る

い
は
融
合
し
た
機
会
群
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
直
前
過
去

は
そ
の
直
後
未
来
な
る
即
時
的
現
在

（kāryasātm
a

、
果
の
自
体
）
と
の

間
に
、
認
識
可
能
な
い
か
な
る
仲
介
物

も
介
入
し
な
い
で
経
験
さ
れ
る
。
お
お

ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
直
前
過
去
は
1/10
秒

前
と
1/2
秒
前
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
過
去
の
ほ
ん
の
お
す
そ

分
け
で
あ
る
。
直
前
過
去
は
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
う
、
が
な
お
こ
こ
に
あ
る
。
直

前
過
去
は
疑
う
余
地
の
な
い
わ
れ
わ
れ

の
自
我
意
識
で
あ
り
、
今
・
こ
こ
な
る

存
在
の
根
拠
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
環
境
の

上
で
あ
る
と
き
、「
怒
り
」
な
る
感
情

（
煩
悩
、kleça

）
が
起
っ
た
と
仮
定
し

よ
う
。
そ
の
怒
り
の
感
情
は
何
ら
か
の

与
件
（grāhya

）
を
経
験
し
て
い
る

わ
れ
わ
れ
の
経
験
識
で
あ
る
。1/4
秒
後
、

経
験
識
は
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的

に
現
在
に
お
け
る
与
件
と
し
て
そ
の
過

去
を
具
体
化
し
、
過
去
か
ら
の
与
件

（grāhya

）
で
あ
る
怒
り
の
感
情
を
現

在
に
お
い
て
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
感

情
が
自
我
意
識
の
照
明
の
内
に
落
ち
込

ん
で
く
る
限
り
、
経
験
識
は
過
去
の
感

情
の
非
感
覚
的
認
識
を
受
け
と
っ
て
い

く
。
経
験
識
は
こ
の
感
情
を
過
去
に
属

す
る
も
の
と
し
て
客
観
的
（grāhya-

grāha

）
に
も
、
か
つ
ま
た
現
在
に
持

続
し
て
い
る
の
で
主
観
的
（grāhaka-

grāha

）
に
も
受
け
と
っ
て
い
る
。
こ

の
経
験
識
の
持
続
（
相
続
）
が
転
変

（parin

4ām
a

）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
非

感
覚
的
認
識
は
転
変
の
一
局
面
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
なvijñāna-parin

4ām
a

（
識
転
変
）
は
、
直
前
過
去
（kāran

4a-

ks

4an

4a

、
因
の
刹
那
）
を
前
提
条
件

と
し
て
そ
れ
と
は
他
な
る
直
後
未

来
（kāryasātm

a

、
果
の
自
体
）

を
生
成
変
化
さ
せ
る
持
続
（
相
続
）

で
あ
る
か
ら
、
文
字
通
り
依え

他た

起き

（paratantra

）
と
呼
ば
れ
る
。
本
来
、

依
他
起
を
本
質
（svabhāva

、
自
性
）

と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ

の
判
断
習
性
で
あ
るgrāha-draya-

vāsanā

（
二に

取し
ゅ

習じ
っ

気け

、
認
識
さ
れ
る

客
体
と
認
識
す
る
主
体
と
い
う
二
種
の

執
着
の
蓄
積
し
て
き
た
潜
勢
力
）
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
体
的
に
構
想
し
、

固こ

執し
つ

（parikalpita

、
遍へ

ん

計げ

所し
ょ

執し
ゅ
う）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

本
質
的
に
は
依
他
起
な
る
識
転
変
あ
る

い
は
分
別
か
ら
二
取
を
排
除
（
遠お

ん

離り

）

し
て
、
識
転
変
そ
の
も
の
あ
る
い
は
分

別
そ
の
も
の
と
し
て
純
粋
経
験

0

0

0

0

す
る
と

き
、
無
二
知
（advaya-jñāna

）
な

る
唯
識
性
（vijñapti-m

ātratā

）
が

明
証
さ
れ
真
実
最
高
の
認
識
（
勝
義
）

へ
と
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が
完
全
な
実
在
（parinis
4panna

、

円え
ん

成
じ
ょ
う

実じ
つ

）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
一
連

の
プ
ロ
セ
ス
（
断
惑0

証
理0

、
す
な
わ
ち

煩
悩
を
断
っ
て
真
理
を
証あ

か
す
こ
と
）
が

転
依
（āśraya-parāvr

9tti

）（
根
本

的
転
回
）
で
あ
り
、
虚
無
の
深
底
を
突

き
破
っ
て
仏
の
世
界
と
一
枚
と
な
れ
る

の
で
あ
る
。
有
名
な
妙
好
人
、
浅
原
才

市
翁
の
頌
…
…

　

虚
空
世
界
が
み
な
仏

ほ
と
け　

わ
し
も
そ
の

中　

南
無
阿
弥
陀
仏

　
　

平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
二
月
二
十
七
日

�

（
父
の
祥
月
命
日
に
て
）
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献
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口
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沢

静
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著
、
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市
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長
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第７回「愛媛大学ホームカミングデー」開催 のお知らせ

　 日　時：平成28年11月12日（土） 13：00 ～
 　 　 　　 ※当日は学生祭も開催されています。　 　
　 場　所：愛媛大学キャンパス

　卒業生の皆様、青春時代を授業や研究、サー
クル活動に励んだ懐かしいキャンパスに帰っ
てきて、散策しながら恩師との交流、旧友、
後輩との交流、在校生との楽しい語らいの時
間を過ごしてみませんか。
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の
取
得
が
可
能
で
す
。

○　

放
送
大
学
の
科
目
を
利
用
し

て
、
司
書
教
諭
資
格
の
取
得
が
可

能
で
す
。

○　

放
送
大
学
の
講
習
を
受
講
し

て
、教
員
免
許
更
新
が
可
能
で
す
。

　

資
料
を
無
料
で
さ
し
上
げ
て
お
り

ま
す
。
お
気
軽
に
、
愛
媛
学
習
セ
ン

タ
ー
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
二
十
八
年

十
月
入
学
生
（
教
養
学
部
、
修
士
選

科
生
・
科
目
生
）�

を
募
集
中
で
す
。

　
〈
募
集
期
間
〉
六
月
十
五
日
～　

　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
十
日

　

平
成
二
十
九
年
度
大
学
院
修
士
全

科
生
学
生
を
募
集
中
で
す
。

　
〈
募
集
期
間
〉　

八
月
十
六
日
～

　
　
　

八
月
三
十
日
十
八
時
必
着

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
放

送
を
利
用
し
て
自
宅
で
学
べ
る
通
信

制
の
大
学
で
す
。

　

放
送
大
学
で
は
、
心
理
学
・
福
祉
・

文
学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま

す
が
、
同
窓
会
員
特
に
現
職
の
方
々

は
、
次
に
掲
げ
る
教
育
関
係
の
免
許

資
格
取
得
な
ど
が
で
き
ま
す
。

○　

放
送
大
学
の
大
学
院
を
利
用
し

て
、
専
修
免
許
状
の
取
得
が
可
能

で
す
。

○　

放
送
大
学
の
科
目
を
利
用
し

て
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
免
許
状�

放
送
大
学
入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　愛媛大学教育学部は、地域に立脚する大学という立場で、教育実践現場と連携・交流し、�よりよい双方向的な関係
を作ることで、地域の教育改善に資することができるのではないかと考えています。�
　その考えに基づいて、愛媛大学教育学部は、地域の教育研究・教育実践の充実・発展、教員養成・教育研究の充実
のために、�相互に連携協力する旨の覚書を、松山市教育委員会（平成14年５月）、今治市教育委員会（平成15年４月）、�
愛媛県教育委員会（平成15年８月）と取り交わしました。その趣旨は、当然、愛媛大学教育学部が立脚する地域全体
を視野に入れるものです。�
　『愛媛大学教育学部～学校教育支援のための教員リスト～』は、こういった地域との連携協力の事業の一環として、�
これまで作成されてきました。本リストには、愛媛大学教育学部教員が、その専門性を生かしながら、�教育実践の場
にどのようにかかわることができるかという情報が、一覧の形で示されています。�

１．教育行政及び学校運営・経営等に関するもの　……　〈３件〉
　　（中央教育委員審議会、教育課程審議会、施設・設備、安全教育等）

２．教職員の資質等に関するもの　……　〈５件〉
　　（教師論、教員養成等）

３．学習指導・教科教育等に関するもの　……　〈54件〉
　　（教科、総合的な学習の時間、ＮＩＥ、図書館、教科書、ＬＤ、教育測定・評価、コンピュータ等）

４．専門的内容等に関するもの　……　〈60件〉
　　（各教員の専門に関する内容等）

５．生徒・生活指導等に関するもの　……　〈８件〉
　　（いじめ、不登校、学級崩壊等）

６．「生きる力」等に関するもの　……　〈７件〉
　　（道徳、特別活動、福祉・ボランティア、進路指導、地域と教育、健康教育、環境衛生、性教育、給食・食生活等）

７．特別支援教育に関するもの　……　〈20件〉

８．現代的教育課題に関するもの　……　〈10件〉
　　（法教育、キャリア教育、金銭教育等）

９．その他に関するもの　……　〈７件〉
　　（法教育、キャリア教育、金銭教育等）

教育支援リスト
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昭
和
三
十
三
年

　
　

卒
業
生
同
期
会

　

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
一
〇
月

二
五
日
（
日
）、
十
三
時
～
十
六
時
、

松
山
市
道
後
姫
塚
の「
に
ぎ
た
つ
会
館
」

に
お
い
て
、
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）

年
三
月
に
教
育
学
部
四
年
課
程
を
卒
業

し
た
同
期
生
の
会
が
開
か
れ
た
。

　

卒
業
後
、
早
く
も
半
世
紀
を
こ
え
る

年
月
が
過
ぎ
去
り
、
同
期
生
の
皆
さ
ん

も
傘
寿
を
祝
う
歳
と
な
っ
た
。
ま
さ
に

“
光
陰
矢
の
如
し
”
で
あ
る
。

　

資
料
に
よ
れ
ば
、
同
期
生
（
四
年
課

程
中
等
科
・
初
等
科
卒
業
生
）
の
総
数

は
百
五
十
三
名
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、

そ
の
う
ち
二
十
六
名
が
出
席
し
た
。

　

こ
の
同
期
会
の
初
回
は
同
期
生
・
長

岡
さ
ん
が
発
起
・
諸
々
の
世
話
を
し
て

下
さ
っ
て
、
松
山
市
祝
谷
の
エ
ス
ポ

ワ
ー
ル
愛
媛
文
教
会
館
で
、
平
成
一
一

（
一
九
九
九
）
年
一
〇
月
二
日
に
開
か

れ
た
。出
席
者
は
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。

��

そ
の
後
、
ほ
ぼ
、
年
に
一
回
の
ペ
ー

ス
で
、
会
場
・
事
務
局
を
東
予
・
中
予
・

同
期
会

村
上
　
嘉
一

（
昭
三
三
卒
）

南
予
・
愛
媛
県
外
の
岡
山
へ
移
し
て
、

そ
れ
ら
の
地
域
に
住
む
同
期
生
諸
氏
の

世
話
で
本
会
が
開
か
れ
て
き
た
。

　

今
回
は
松
山
在
住
の
泉
さ
ん
、
一
柳

さ
ん
、
大
倉
さ
ん
、
柏
井
さ
ん
、
永
井

さ
ん
と
村
上
の
六
名
で
企
画
・
立
案
し
、

実
施
で
き
た
。

　

宴
会
の
座
席
は
、
柏
井
さ
ん
が
作
っ

た
、
近
づ
く
新
年
の
干
支
・
サ
ル
と
同

期
生
の
「
傘
寿
」
を
祝
う
ツ
ル
の
折
り

紙
と
抽
選
で
決
め
ら
れ
た
。

　

開
会
に
あ
た
り
、
先
ず
全
員
で
今
は

亡
き
友
へ
出
席
者
全
員
で
黙
祷
し
冥
福

を
お
祈
り
し
た
。

　

大
倉
さ
ん
が
開
会
の
挨
拶
を
し
、
一

同
の
乾
杯
の
音
頭
は
遠
路
・
観
音
寺
市

か
ら
出
席
の
木
下
淳
さ
ん
の
発
声
に
合

わ
せ
一
同
元
気
よ
く
杯
を
あ
げ
た
。

　

五
十
年
以
上
も
前
の
昔
日
の
懐
か
し

い
思
い
出
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
な
ど

…
…
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
テ
ー
ブ
ル
で
歓

談
の
輪
が
広
が
り
時
間
の
経
つ
の
を
忘

れ
る
ほ
ど
盛
り
上
が
っ
た
。

　

出
席
者
の「
近
況
報
告
」が
は
じ
ま
っ

た
。「
釣
り
吉
三
昧
で
日
々
を
楽
し
ん

で
い
る
」、「
毎
年
、
海
外
旅
行
に
出
か

け
、
今
年
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
行
き
を
予
定

し
て
い
る
」、「
ど
ん
ど
ん
と
太
っ
て
洋

服
が
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
」、「
畑
で

野
菜
作
り
に
熱
中
し
て
い
る
が
イ
ノ
シ

シ
に
ス
イ
カ
を
食
べ
ら
れ
て
…
…
」、

「
毎
日
、
五
千
五
百
歩
ほ
ど
歩
き
、
旅

行
に
も
出
か
け
ア
ン
チ
・
エ
イ
ジ
ン
グ

に
努
め
て
い
る
」、「
傘
寿
と
な
っ
た

が
、
米
寿
の
時
に
は
絵
の
展
覧
会
を
し

た
い
」、「
前
回
に
話
し
た
魚
篇
（
へ
ん
）

の
付
い
た
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
を
ず
っ
と

集
め
て
い
る
。
ド
ジ
ョ
ウ
と
ス
ケ
ソ
ウ

ダ
ラ
を
漢
字
で
書
け
ま
す
か
？
」、「
三

崎
半
島
に
出
か
け
タ
カ
の
集
ま
る
と
こ

ろ
を
探
索
し
て
い
る
」、「
た
め
池
や
遊

休
農
地
の
世
話
を
し
た
り
で
地
域
の
人

と
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
る
」、

「
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
楽
し
ん
で
い

る
」、「
折
り
紙
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

参
加
し
て
い
る
」、「
植
物
探
索
を
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ウ
エ
ブ
『
知
恵
の

輪
』
上
の
デ
ー
タ
（「
愛
媛
の
植
物
図

鑑
」）
を
豊
か
に
し
て
い
る
」、「
外
国

人
観
光
客
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ

イ
ド
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
英
語
の
楽

（
が
く
）
習
を
し
て
い
る
」、「
今
日
は

朝
四
時
に
発
ち
松
山
へ
駆
け
つ
け
た
」

…
…
な
ど
カ
ラ
フ
ル
報
告
で
、
一
同
感

心
し
た
り
微
笑
ん
だ
り
賑
や
か
だ
っ

た
。

　

宴
会
が
盛
り
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、

泉
妙
子
さ
ん
の
キ
ー
ボ
ー
ド
伴
奏
に
合

わ
せ
懐
か
し
い
メ
ロ
デ
ィ
「
愛
媛
大
学

学
歌
」、
文
部
省
唱
歌
「
ふ
る
さ
と
」、

流
行
歌
「
雪
山
賛
歌
」、「
星
影
の
ワ
ル

ツ
」な
ど
を
全
員
で
合
唱
し
、フ
ィ
ナ
ー

愛媛大学教育学部　昭和33年卒業　第15回同期会
平成27年10月25日㈰　於�にぎたつ会館

レ
と
な
っ
た
。

　

岡
山
か
ら
参
加
し
た
河
合
健
さ
ん
の

音
頭
で
「
同
期
生
一
同
の
健
康
と
多
幸

を
祈
念
し
、
元
気
で
再
会
し
よ
う
」
と

誓
い
合
い
参
加
者
全
員
で
万
歳
三
唱
を

し
、
お
開
き
と
な
っ
た
。

　
『
欠
席
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
が

四
十
三
通
届
い
た
。「
健
康
第
一
に

毎
日
歩
行
等
に
気
を
付
け
て
い
る
」、

「
八
十
歳
を
過
ぎ
た
の
で
、
今
年
、
福

岡
で
行
わ
れ
る
居
合
の
集
団
演
武
を
最

後
に
し
た
い
」、「
秋
季
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

選
手
権
・
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭
へ
当
日
参

加
選
手
及
び
役
員
と
し
て
参
加
し
ま

す
」、「
半
世
紀
経
過
し
て
も
青
春
城
下

町
で
の
四
年
間
は
今
で
も
宝
石
の
様
で

す
」
…
…
な
ど
の
「
元
気
」
便
り
に
加

え
て
、
十
八
通
は
何
ら
か
の
体
調
不
良

に
関
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

同
期
生
の
皆
さ
ん
の
健
康
を
祈
る
と

共
に
元
気
で
再
会
で
き
る
こ
と
を
期
待

し
つ
つ
散
会
し
た
。
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　平成28年５月18日（水）、教育学部の学生が、私立久枝幼稚園で父の日のプレゼント製作とし
て藍の絞り染めを行いました。
　愛媛県の伝統の織物に「伊予絣」があります。久枝幼稚園は、この伊予絣を伝える伊予かすり
会館の近傍にあるため、藍染めに親しんでいます。そこで、昨年度から本チームと協働し、藍染
めを利用した父の日のプレゼント製作を行っています。昨年度の実施は、保護者の方に大変好評
で、今年度も実施の運びとなりました。
　今回は、４年生の新田紗瑛さん、濱口絵美花さん、濵田由鶴さん、３年生の岡田美季さん、影
浦由奈さん、川本杏さん、河原林桃子さん、是澤遥奈さん、重松芙美さん、２年生の柏木愛梨さん、
眞鍋茜さんの11人の学生が参加しました。実施日までに園の先生方が園児たちと一緒に木綿ハン
カチを絞り、当日は学生と先生方が協働で藍染めを行いました。晴天に恵まれ、園庭での作業と
なりました。子どもたちは藍染めの色の変化を興味深く観察し、作業を楽しんだようです。
　久枝幼稚園の事例の様に、外部からの依頼によって事業を実施する状況が軌道に乗ってきてお
り、本事業が地域に根付いてきたことを実感します。本事業を通じて、学生は地域の一員として
自覚と誇りを持って、地域の方と協働しながら実践を行っています。�

久枝幼稚園で父の日プレゼント製作
「藍の絞り染め」を行いました【5月 18日（水）】

はやく染まらないかな

できたぞ！

藍色になったハンカチを洗おう

　

原 

稿 

募 

集

　

︱
次
号
　
第
百
二
十
三
号
︱

　

短
く
て
も
結
構
で
す
。
多
く
の

方
々
の
お
気
軽
な
ご
寄
稿
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

◇

◯
　「
会
員
の
声
」・「
今
、
教
育
に

思
う
こ
と
」
に
つ
い
て
、
ふ
る
っ

て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

★　

同
期
会
や
支
部
同
窓
会
な
ど
の

集
会
や
活
動
に
つ
い
て

★　

恩
師
・
先
輩
・
同
僚
の
訪
問
や

思
い
出
に
つ
い
て

★　

職
場
の
近
況
や
所
感
や
活
動
に

つ
い
て

★　

文
芸（
随
想
・
俳
句
・
川
柳
・
短
歌
・

詩
・
絵
手
紙
等
）
に
つ
い
て

★　

会
員
便
り

　

１
旅
行
記　

 

４
こ
の
頃
思
う
こ
と

　

２
季
節
便
り 

５
忘
れ
得
ぬ
人
な
ど

　

３
教
育
雑
感

※　

投
稿
が
多
数
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
編
集
委
員
会
で
選
ば
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　

◇

★　

原
稿
〆
切　

十
一
月
三
十
日

　
　
発
行
　
二
月
一
日
　
予
定

★　

字
数　

　
　

依
頼
者
以
外
は
千
二
百
字
厳
守

　
　

四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
の
一
行

を
十
五
字
に
し
て
書
い
て
下
さ

い
。

★　

写
真

　
　

筆
者
の
顔
写
真
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。
顔
写
真
以
外
で
内
容
に

関
連
し
た
写
真
も
あ
れ
ば
送
っ
て

く
だ
さ
い
。

�����������������������������������������������������
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教
育
現
場
等
か
ら
同
窓
会
へ

　

支
援
要
請
依
頼
に
つ
い
て

　

教
育
現
場
等
で
、
同
窓
会
へ
支
援
の

ご
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記
の
よ

う
な
内
容
で
、
同
窓
会
へ
ご
連
絡
下
さ

い
。１

．
支
援
要
請
の
ね
ら
い

２
．
ど
の
よ
う
な
事
を

３
．
何
時
頃

４
．
何
処
で

５
．
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
組
織
が

６
．
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
施
す
る

そ
の
為
、
同
窓
会
か
ら
の
支
援
を
要

請
し
た
い
。

　

要
請
連
絡
は
、
左
記
の
所
に
メ
ー
ル

し
て
頂
く
か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
お
手
紙
を

お
送
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ
、
会
報

へ
の
寄
稿
、
住
所
、
勤
務

先
変
更
な
ど
の
諸
連
絡
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

dosokai＠ed.ehime-u.ac.jp��

　平成28年５月20日（金）、教育学部で、読売新聞大阪本社による出前授業を実施しました。今回の授業には、その
場で新聞の印刷ができる「特別号外車」が来学しました。
　当日は、教育学部、法文学部、大学院教育学研究科（教育実践高度化専攻（教職大学院）、教科教育専攻）の学生
約20人が受講しました。講師は、同社広報宣伝部の伊東広路氏が務め、教育現場での新聞活用の進め方、新聞・新
聞社・記者活動について、豊富な事例を提示しながら講義を行いました。また、新聞に関する模擬授業として、受
講者が３～４人のグループを作り、それぞれのグループごとに号外の見出しを考えました。同社編集担当の石田輝
夫氏が「特別号外車」でレイアウト・印刷を行い、配布された号外を読み比べ、相互評価を行いました。
　受講した学生からは、�「見出しを考えることで、ことばのもつ大切さと伝えることの難しさを感じた。」「新たな学
習方法を学んだので、将来、先生になったときに実践してみたい。」という感想がありました。
　授業を企画した教育学部社会科教育の鴛原進教授は、「学校教育や家庭、地域における新聞の重要性が指摘される
中、新聞社の社会的責任や取材から印刷までの仕組みと迅速さ、授業での新聞活用などを体験的に学習できた」と
述べ、成果に期待を寄せました。

教育学部で読売新聞大阪本社による出前授業を実施しました
【５月20日（金）】　

特別号外車の前で記念撮影

模擬授業の様子

特別号外車の見学
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平成28年度

支　部　長　会　報　告
１．日　　時　　平成28年６月11日（土）　10：30 ～ 14：00

２．場　　所　　愛媛大学校友会館（松山市文京町３）２F�大会議室

３．日　　程　　⑴　開　　会　　挨拶　会長・学部長
　　　　　　　　⑵　各支部長　　挨拶
　　　　　　　　⑶　議長選出
　　　　　　　　⑷　議　　事�
　　　　　　　　　ア　会則改正について
　　　　　　　　　イ　役員改選に関する件
　　　　　　　　　　★　新旧役員挨拶　
　　　　　　　　　ウ　平成27年度行事報告
　　　　　　　　　エ　平成27年度決算報告・監査報告�
　　　　　　　　　オ　平成28年度行事計画
　　　　　　　　　カ　平成28年度予算案審議
　　　　　　　　　キ　支部活動と助成金について
　　　　　　　　　ク　その他事務連絡
　　　　　　　　　　　（内規に関する事項・会報発送・会館利・名簿　等）
　　　　　　　　⑸　閉　　会　　挨拶　副会長

４．主な話し合い事項
　⑴　支部活動の活性化について
　　　各支部長に前もって依頼していたアンケート等による提言を元に、支部活動をいかに活性化するかについ
て時間を掛けて話し合われた。昨年度も南宇和支部、伊予支部で「落語文化の普及を図る」のかけ声の下、
地域の方々と協力し、古今亭菊志ん師匠をお招きし、大変盛会だったので、その経過報告を支部長にしてい
ただいた。

　　　このように各支部とも予算が位置づけられているので、積極的な活動を公民館等と協力して計画してみて
はとの提言があった。

　⑵　教育学部と同窓会との連携活動について
　　　平成24年度より予算にも位置づけ、教育学部では「サポーター制度」を設け、同窓生に働きかけ、講師に
なってもらい「コミュニケーション能力の育成」をテーマに、学生達に講演している。その活動の様子報告
は会報を通じて行っている。非常に学生に好評であり、今後とも学部と同窓会との絆を強めるため同窓会は
協力をしようと意志決定した。

　⑶　「支部活動特別助成金」について
　　　支部活動をより活性化するための具体的な方策として、上記にある「支部活動特別助成」を配慮している。
その為の資料として、「支部活動特別助成金交付要綱」と「申請手続き」を紹介した。

　⑷　県外支部長の参加があった
　　　関東支部から森孝枝副会長、岡山支部・神㟢順治副会長の参加があり、挨拶をして頂き、県外支部活動の
現状と要望を話していただいた。

　⑸　今年度新しく、４人の新理事をお迎えした。理事選出も東・南予からも、もう少し多く選出してはとの意
見があった。

　⑹　今回に於いても来る愛媛国体に備え、同窓会としてもどうサポートするか考えてほしいとの提案があった。

以上
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（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
費　目 本年度予算 本年度収入 増　減 摘　　要

１．会　　費 5,000,000 5,020,000  　20,000 入学者（235名＋15名）@20,000
２．寄　　付 210,000 323,889 113,889 寄付金等
３．雑 収 入 3,500 3,608 　���　108 利息等
４．繰 越 金 2,055,009 2,055,009 0

計 7,268,509 7,402,506 　　133,997

（支出の部）
費　目 本年度予算 本年度支出 増　減 摘　　要

１．会 議 費 600,000 331,376 268,624 支部長会・理事会
２．旅　　費 650,000 400,880 249,120 支部長会・理事会

３．印 刷 費 1,300,000 1,166,400 133,600 会報年２回（カラー頁増やす）
４．通 信 費 450,000 373,060 76,940 会報発送、連絡費
５．慶 弔 費 150,000 150,000 0
６．給 与 費 800,000 800,000 0
７．備 品 費 150,000 10,590 139,410 ＰＣ・プリンター機器
８．消耗品費 200,000 34,634 165,366 封筒、ラベル、コピー代等
９．支部助成費 500,000 487,700 12,300
10．卒業記念費 450,000 431,568 18,432 電波時計付フォトスタンド
11．国際交流基金 250,000 250,000 0
12．支部活動支援費 550,000 506,514 43,486 芸能・文化支援
13．学部活動支援費 500,000 279,922 220,078 学部サポーター活動支援等
14．積 立 費 500,000 0 500,000
15．雑　　費 150,000 68,794 81,206
16．予 備 費 68,509 0 68,509

計 7,268,509 5,291,438 1,977,071

平成27年度　決　算　書

平成27年度　行　事　報　告

平成28年度　予　算　書

平成28年度　行　事　計　画
４．６（月） 平成27年度入学式 学部生　235名　　院生　53名

４．13（月） 平成26年度会計監査 監査実施

５．12（火） 第１回常任理事会 役員改選・同窓会活動・支部活動に
ついて

５．23（土） 第１回理事会
平成26年度行事、決算報告
平成27年度行事計画及び予算審議
役員改選案について審議

６．６（土） 支部長会
平成27年度本部役員改選
平成26年度行事、決算報告
平成27年度行事計画及び予算審議

６．10（水） 第１回編集委員会 会報120号　校正

７．１（水） 同窓会報120号発行 8,300部

７．28（火） 第２回常任理事会 同窓会運営推進対策について

８．５（水） 支部活動支援・援助 伊予支部文化活動（菊志ん師匠落語）

８．７（金） 第２回理事会 同窓会運営推進対策について

10．22（土） 支部活動支援・援助 南宇和支部文化活動（菊志ん師匠落
語）

11．14（土） 第６回愛媛大学ホームカミングデー 教育学部同窓会　参加

11．�14（土） 各期代表者会 各期活動報告、相互交流

11．�26（木） 学部サポーター制による講義 やのひろみ氏「魅力的な生き方講座」

１．９（土） 第３回理事会 年間行事の反省　新年度諸計画について

１．９（土） 第２回編集委員会 会報121号　校正

２． １（月） 会報121号発行 8,300部

３． １（火） 第３回常任理事会 27年度行事活動反省、次年度重点活
動目標設定について

３．24（木） 平成27年度卒業式 卒業者学部生　230名　院生　46名

（収入の部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
費　目 本年度予算 前年度予算 増　減 摘　　要

１．会　　費 3,880,000 5,000,000 △1,120,000 入学予定者（170名＋24名）@20,000
２．寄　　付 200,000 210,000 △ 　10,000 寄附金等
３．雑 収 入 3,500 3,500 0 利息等
４．繰 越 金 2,111,068 2,055,009 56,059

計 6,194,568 7,268,509 △1,073,941
（支出の部）
費　目 本年度予算 前年度予算 増　減 摘　　要

１．会 議 費 500,000 600,000 △  100,000 支部長会・理事会
２．旅　　費 600,000 650,000 △ 　50,000 支部長会・理事会
３．印 刷 費 1,260,000 1,300,000 △　 40,000 会報年２回
４．通 信 費 410,000 450,000 △　 40,000 会報発送、連絡費
５．慶 弔 費 150,000 150,000 0
６．給 与 費 800,000 800,000 0
７．備 品 費 110,000 150,000 △　 40,000 ＰＣ・プリンター機器
８．消耗品費 150,000 200,000 △ 　50,000 封筒、ラベル・コピー代等
９．支部助成費 500,000 500,000 0
10．卒業記念費 450,000 450,000 0 電波時計付フォトスタンド
11．国際交流基金 250,000 250,000 0
12．支部活動支援費 520,000 550,000 △ 　30,000 芸能・文化支援
13．学部活動支援費 250,000 500,000 △  250,000 学部サポーター活動支援等
14．積�立 費 0 500,000 △  500,000
15．雑　　費 120,000 150,000 △ 　30,000 学生アルバイト、事務謝礼等
16．予 備 費 124,568 68,509 56,059

計 6,194,568 7,268,509 △1,073,941

４．６（水） 平成28年度入学式 学部生　170名　　院生　55名
４．14（木） 平成27年度会計監査 監査実施
５．12（木） 第１回常任理事会 役員改選・同窓会活動・支部活動について

５．22（日） 第１回理事会
平成27年度行事、決算報告
平成28年度行事計画及び予算審議
役員改選案について審議

６．４（土） 同窓会懇親会世話人会 各期代表世話人による懇親会運営話し合い

６．11（土） 支部長会
平成28年度本部役員改選
平成27年度行事、決算報告
平成28年度行事計画及び予算審議

６．11（土） 第１回編集委員会 会報122号　校正
７．１（金） 同窓会報122号発行 8,300部
７．28（木） 第２回常任理事会 同窓会懇親会運営推進対策について
８．�　（　） 支部活動支援・援助
８．６（土） 第２回理事会 同窓会懇親会運営推進対策について

８．20（土） 第15回教育学部同窓会懇親会 松山全日空ホテル４Ｆダイヤモンド
ボール

９．13（火） 第３回常任理事会 懇親会反省報告、後期諸計画、次年
度活動について

10．　�（　） 支部活動支援・援助
11．12（土） 第７回愛媛大学ホームカミングデー 教育学部同窓会参加
11．�　（　） 学部サポーター制による講義
１．７（土） 第３回理事会 年間行事の反省　新年度諸計画について
１．11（水） 第２回編集委員会 会報123号　校正
２．１（水） 会報123号発行 8,300部

３．３（金） 第４回常任理事会 28年度行事活動反省、次年度重点活
動目標設定について

３．24（金） 平成28年度卒業式 卒業者学部生　　名　院生　　名
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平成 28年度　役　員　表
愛媛大学教育学部同窓会　

本　
　
　
　
　
　
　

部

顧　　問 佐　野　　　栄 ・ 奥　定　一　孝
監　事

矢　野　裕　司
常任幹事 松　田　邦　雄

会　　長 高　橋　治　郎　　　　　　　　 相　原　孝　裕

副 会 長 立　入　　　哉 峯　本　高　義 村　上　朋　子 菅　田　　　顕 山　本　千鶴子

理　　事

山　本　周　三 長　野　照　道 山　下　雅　司 菊　川　國　夫 満　田　泰　三

村　上　嘉　一 鎌　田　サチ子 和　田　和　子 阿　部　　　晋 垂　水　葉　子

井　出　節　雄 後　藤　陽　三 田　淵　香　織 丸　山　祐　樹 辻　井　芽美子

白　石　久美子 山　上　千　津 渡　邊　恵　理 菅　　　洋　二 谷　村　晴　香

森　山　由香里

県　
　
　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　

支　
　
　
　
　
　
　

部

支　部　名 　支　　部　　長　 　副　支　部　長　 �副　支　部　長����

川之江 ・ 新宮 後　藤　宏　治 川之江南中 日　浦　正　文 金生第一小 村　上　圭　司 川 滝 小

伊 予 三 島 鈴　木　惠　子 豊 岡 小 髙　橋　浩　二 中之庄小 井　川　幸　子 中之庄小

土 居 越　村　愼　治 関 川 小 高　橋　竜　貴 土 居 小 船　田　ゆ　り 関 川 小

新 居 浜 中　野　　　久 若 宮 小 矢　野　雅　士 泉 川 中 畑　野　一　恵 若 宮 小

西 条 曽我部　研　二 橘 小 吉　岡　健　二 玉 津 小 越　智　恵　里 氷 見 小

東予 ・ 周桑 礒　　　　　明 小 松 幼 青　野　信　樹 神 拝 小

今 治 髙　井　　　剛 鳥 生 小 髙　橋　隆　司 今治市教 瀬　野　美千代 波 方 小

今治 ・ 越智 橋　本　直　行 伯 方 中 菅　　　昭　彦 大三島小 田　邉　正　憲 岩 城 小

松山 ・ 北条 藤　原　愛　明 粟 井 小 田　中　祐　子 北 条 小

松 山 矢　野　裕　司 味 生 小 城　本　すみ江 新 玉 小 森　　　　　健 勝 山 中

東 温 今　西　俊　介 西 谷 小 八　木　　　良 川 内 中 藤　原　雅　彦 南吉井小

伊 予 篠　崎　邦　裕 砥 部 中 大　城　　　博 北山崎小 橋　本　佳　史 由 並 小
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県
外
支
部

東　　　京 兼　頭　吉　市 山　下　正　洋 森　　　孝　枝

京　　　都 河　野　直　樹
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編集委員 菅田　　顕 峯本　高義 菊川　國夫 村上　朋子 山下　雅司 松田　邦雄
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【展覧会概要】
　　□会　　場：サテライトオフィス東京（東京都港区芝浦３－３－６キャンパス・イノベーションセンター）
　　□参 加 者：29名（愛媛大学９名、山形大学20名）
　　□開催期間：2016年３月４日（金）～３月７日（月）
　　　　　　　　【スケジュール：３月４日搬入・陳列、ギャラリートーク、交流会／３月８日撤去・搬出】
【展覧会の様子】

【展覧会を終えて】
　愛媛大学からは教育学部芸術文化課程造形芸術コース７名と学校教育教員養成課程美術教育専修２名の合計９名の
参加がありました。残念ながら６回目となる今回が最終回となってしまいましたが、本展覧会が学生に与えた影響は
決して小さなものではありませんでした。作品をつくるという営みは人によって様々なとらえ方・考え方があります
が、少なくとも卒業制作はただつくったりあらわしたりするだけで完結するものではなく、自分以外の他者にみても
らうことで初めて完結するものだと思います。作品を通じた他大学の学生との交流や東京という愛媛以外の場所で
自身の作品を展示するということが、卒業制作を自己満足で終わらせることができないという良い意味でのプレッ
シャーとなり、制作に取り組む姿勢に表れたことは言うまでもありません。それにとどまらず、教育的な取り組みを
対外的に発信できる場があるということは、学生だけでなく我々教員にとっても日々の授業や学生支援の改善等の契
機や刺激となりました。とはいうものの、このような展覧会を開催するには運送費をはじめとする多大な費用が発生
するだけでなく、会場の設営や広報など学生だけで担えるものではありません。費用の面では同窓会の皆様には多大
な理解と支援を頂き、そして愛媛大学サテライトオフィス東京の職員の方々には展覧会を献身的に支えていただきま
した。このような支えがなければ６年間も本展覧会を開催し続けることができませんでした。美術教育講座の教員な
らびに学生一同、心温まるご厚意・ご支援に深く感謝しております。最後になりましたがこの場をお借りして感謝申
し上げます。本当にありがとうございました。

愛媛大学学生作品愛媛大学学生作品 愛媛大学学生作品

ギャラリートークの様子 ギャラリートークの様子 ギャラリートークの様子

交流会の様子 受付の様子 山形大学との集合写真

愛媛大学と山形大学で「第６回卒業・修了合同美術展覧会」を
　　　　　　　　　　　サテライトオフィス東京にて開催しました


