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同志社と音楽、その親愛なる関係
●同志社人訪問
株式会社 カメラータ・トウキョウ

井阪 紘さんに聞く



今出川校地の東部、光塩館前に建つ煉瓦平屋建ての収蔵庫。「Doshisha 
College Song」の作詞者で、建築家としても有名なW.M.ヴォーリズの設計
で、1942年に完成。建坪24坪半。入口のひさしの下には新島家の家紋「根
笹」が刻まれている。収蔵庫には書簡、日記、ノート類、説教・演説草稿、公務
記録・文書、軸物、絵画など、新島襄や八重、同志社関係の資料約6,000点が
収蔵されている。学校に不満を抱いた学生たちが無断欠席した責任は校長
にあると、新島が自らの左手を杖が折れるほどに激しく打ったエピソードで

有名な「自責の杖」もここに収蔵されている。内部は非公開だが、インターネット上で新島遺品庫資料の公開をしているほ
か、Neesima Room（展示室、ハリス理化学館2階）の常設展で一部展示している。

同志社と音楽、
その親愛なる関係

生命医科学部 医情報学科　力丸 裕 研究室

東アジア総合研究センター　鄭 躍軍  文化情報学部教授

表紙の情景［新島遺品庫］

ANNOUNCEMENT  

MY JOB, MY LIFE  〜シリーズ 私と「仕事」〜  

MY PURPOSE

同志社の研究は今

ゼミ探訪 学びの時間

新島襄と八重の足跡ツアー

CAMPUS NEWS

INTERVIEW  〜同志社人訪問〜  

留学生紹介
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  特 集

５カ国の聴覚障がい学生が集う研修会に参加〜障がいとまっすぐ向き合い、「伝える」ことの大切さを学んだ〜
丹後 偉也さん 〈理工学部情報システムデザイン学科3年次生〉

京田辺校地 開校25周年記念式典・同志社京田辺祭2011開催／ホームカミングデー2011開催／東日本
大震災で被災した在学生への義援金について／グローバル・コミュニケーション学部開設記念シンポ
ジウム開催／特定寄付奨学金募金協力者ご芳名／新任教員紹介／退職教員／本学教員執筆図書紹
介／新島旧邸の開館日･見学方法の変更について

・林 英生さん（1999年 法学部法律学科卒業）
・西 麻沙子さん（2000年 文学部英文学科卒業）

株式会社 カメラータ・トウキョウ　井阪 紘さんに聞く

デブリーズ  ピーター  マケンジさん（グローバル・コミュニケーション学部）

CONTENTS 2012 APRIL No.170
『ONE PURPOSE』は在学生・卒業生の皆さんとのコミュニケーションをはかることを目的として発行しています。
ささいなことでも結構ですので、どしどし広報課までご意見・情報をお寄せください。

※今号に登場する学生の学年は取材時によるものです。
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同
志
社
の
学
生
は
古
く
か
ら
音
楽
に
親
し
ん
で
き
た
。

礼
拝
で
の
賛
美
歌
、宣
教
師
か
ら
伝
え
聴
い
た
異
国
の
音
楽
、全
同
志
社
演
奏
会
に
は
じ
ま
る
音
楽
会
や
メ
サ
イ
ア
演
奏
会
、

そ
し
て
、同
志
社
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
、歌
い
つ
が
れ
て
き
た
数
々
の
歌

そ
れ
ら
は
、志
を
同
じ
く
す
る
者
の
結
社
、同
志
社
の
名
の
も
と
に
集
う
人
々
の
連
帯
感
を
高
め
、

同
志
社
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
醸
成
に
一
役
買
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
改
め
て
、同
志
社
と
歌
、音
楽
に
つ
い
て
、そ
の
成
り
立
ち
や
、実
際
に
音
楽
界
で
活
躍
す
る
卒
業
生
の
姿
を
通
し
て
考
察
し
た
い
。

特 集

同
志
社
と
音
楽
、そ
の
親
愛
な
る
関
係

新島襄直筆のメモから

新島八重が所蔵していた
「さんびのうた」

新島旧邸に残っているリードオルガン
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新
島
の
精
神
が
息
づ
く
代
表
曲

　
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、１
つ

の
美
し
い
風
景
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。1
9
9
3

年
の
9
月
に
、私
は
同
志
社
の
聖
地
と
も
い
え
る

グ
レ
イ
ス
教
会
で
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
見
上
げ

な
が
ら
壇
上
で
指
揮
を
し
て
い
ま
し
た
。新
島
生

誕
1
5
0
周
年
を
記
念
し
て
、同
志
社
グ
リ
ー
ク

ラ
ブ
と
そ
の
O
B
が
、ボ
ス
ト
ン
の
新
島
ゆ
か
り

の
地
を
訪
問
し
、そ
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
再
確
認
す

る
と
い
う
演
奏
旅
行
を
し
て
い
た
の
で
す
。グ
レ

イ
ス
教
会
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、1
8
7
4
年

の
ア
メ
リ
カ
ン
･
ボ
ー
ド
の
年
次
大
会
で
東
洋

の
小
国
か
ら
来
た
青
年（
新
島
）が
演
説
を
し
、そ

の
演
説
に
感
動
し
た
人
々
か
ら
5,
0
0
0
ド
ル

の
寄
付
の
約
束
を
受
け
た
と
い
う
あ
の
教
会
で

す
。帰
り
の
汽
車
賃
で
あ
る
2
ド
ル
を
置
い
て
、

自
分
た
ち
は
歩
い
て
帰
っ
た
と
い
う
老
い
た
農

夫
と
夫
人
の
話
も
有
名
で
す
ね
。同
志
社
の
礎

は
こ
の
と
き
の
寄
付
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
か
ら
、

こ
の
地
の
温
か
な
心
か
ら
同
志
社
が
始
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。し
か
し
、な
お
素

晴
ら
し
い
と
思
え
た
の
は
、こ
の
旅
の
経
緯
を
伝

え
た
あ
と
、最
後
に
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
を
歌
っ
た

場
面
で
す
。満
場
の
来
場
者
が
一
斉
に
立
ち
上

名
の
通
りO

ne P
urp
ose

で
す
。そ
こ
に

詩
想
の
根
拠
を
お
い
て
書
き
ま
し
た
」。

歌
詞
は
4
番
ま
で
あ
り
ま
す
が
、例
え

ば
同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
は
、オ
フ
ィ

シ
ャ
ル
な
場
面
で
は
1
番
と
4
番
を

歌
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、か
つ
て
西
邨

辰
三
郎
先
生（
元
同
志
社
香
里
中
高
教

諭
）が
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
氏
に
会
い
、ご
本
人
か
ら「
歌
う
な
ら

1
番
と
4
番
を
歌
っ
て
ほ
し
い
」と
言

わ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。2
番
の

“F
or G
od
, for D

oshisha, and

 N
ative Land! ”

よ
り
も
4
番
の“

F
or G
od
, for D

oshisha, and

B
rotherhood

! ”

…
つ
ま
り
、「
祖
国
の
た
め
に
」よ

り
も「
世
界
同
胞
の
た
め
に
」と
歌
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
で
す
。時
の
総
長
大
塚
節
治
先
生
も
こ

の
こ
と
を
大
事
に
思
わ
れ
、2
節
歌
う
際
に
は
1

番
と
4
番
を
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。ア
ー

モ
ス
ト
大
学
に
あ
る
新
島
の
肖
像
画
が
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
も
外
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話

が
あ
り
ま
す
が
、日
米
に
ま
た
が
っ
て
活
動
し
な

が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
正
義
の
た
め
に
起
こ
っ

た
と
も
い
え
る
戦
争
を
経
験
し
た
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

氏
の
同
志
社
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
取
れ
ま
す
。

が
り
、惜
し
み
な
い
拍
手
を
送
っ
て
く
れ
た
の
で

す
。多
く
の
人
の
寄
付
か
ら
出
来
た
日
本
の
大
学

が
豊
か
な
発
展
を
遂
げ
、美
し
い
音
楽
を
も
っ
て

感
謝
と
友
情
の
気
持
ち
を
伝
え
に
来
た
と
い
う

こ
と
で
、現
地
で
も
大
き
な
話
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

　
新
島
が
学
ん
だ
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
･
ア
カ
デ

ミ
ー
も
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
も
、ク
ワ
イ
ヤ
が
多
数

活
躍
し
音
楽
の
盛
ん
な
学
校
で
す
が
、同
志
社

大
学
も
ま
た
、古
く
か
ら
音
楽
活
動
が
盛
ん
で

多
数
の
音
楽
関
係
者
を
輩
出
し
て
い
ま
す
し
、オ

ル
ガ
ン
の
音
、鐘
の
音
、歌
声
に
満
ち
た
大
学
だ

と
思
い
ま
す
。賛
美
歌
の
み
な
ら
ず
、音
楽
は
心

の
豊
か
さ
や
他
者
へ
の
想
像
力
を
育
む
も
の
で

あ
り
、新
島
の
精
神
や
同
志
社
教
育
の
根
底
に

通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。そ
の
代
表

が
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
で
す
。カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、大
学
だ
け
で
な
く
、法

人
内
諸
学
校
で
も
校
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
、同
志

社
人
の
魂
と
も
い
え
る
曲
で
す
。

   

　
番
と
　
番
の
歌
詞
に
こ
も
る
思
い

　
こ
の
歌
は
、1
9
0
8
年
にW

illiam
.M
.V
ories

（
以
下
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
）が
英
語
で
作
詞
し
、翌

1
9
0
9
年
に
同
志
社
校
歌
と
し
て
制
定
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。校
歌
と
な
っ
た
い
き

さ
つ
に
つ
い
て
は
、こ
の
当
時
学
生
だ
っ
た
片
桐

哲
先
生（
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
創
設
者
、女
子
大
学

初
代
学
長
）を
中
心
と
す
る
音
楽
好
き
の
学
生
た

ち
が
、宣
教
師
の
先
生
方
に
同
志
社
の
校
歌
が
ほ

し
い
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、先
生
方
が
相
談
し
、

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
に
作
詞
を
依
頼
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
は
、ア
ー
モ
ス
ト
館
や

啓
明
館
な
ど
の
設
計
者
と
し
て
も
有
名
で
す
が
、

当
時
、建
築
の
仕
事
の
関
係
で
京
都
に
滞
在
し

て
お
り
、同
志
社
の
教
員
と
も
懇
意
に
し
て
い
た

の
で
す
。ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
は
こ
の
歌
詞
に
つ
い
て

こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。「
同
志
社
の
性
格
は
、そ
の

同
志
社
人
の
魂

　

【D
oshisha C

ollege Song

】

入
学
式
、卒
業
式
を
は
じ
め
、大
学
行
事
や
ク
ラ
ブ
・
サ
ー
ク
ル
な
ど
、様
々
な
場
面
で
歌
わ
れ
る
の
が「D

o
shisha C

olleg
e S

ong

」（
以
下
、カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
）。元
気
に

満
ち
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
同
志
社
の
理
念
に
重
な
る
歌
詞
を
持
つ
こ
の
曲
を
、同
志
社
の
学
生
な
ら
ぜ
ひ
知
っ
て
い
て
ほ
し
い
。カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
が
生
ま
れ
た
背
景
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、本
学
で
最
も
歴
史
が
あ
り
、同
志
社
の
音
楽
シ
ー
ン
を
牽
引
し
て
き
た「
同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
」の
O
B
で
、現
在
は
同
ク
ラ
ブ
の
指
揮
者
・
技
術
顧
問
を

務
め
る
伊
東
恵
司
氏（
京
田
辺
校
地
総
務
課
総
務
係
長
）に
聞
い
た
。

4

1

前
列
右
か
ら
３
番
目
が
W.
M.
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

（
1
9
3
0
年
11
月
11
日
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
来
訪
時
に
教
職
員
と
と
も
に
啓
明
館
前
で
撮
影
）

戦雲がその険悪な動向を示すとき、

いく万の愛国者は、武器をもってはせ参ずる。

しかし、われわれは、

久しきにわたる平和の年月のうちに

祖国の名と名声を、いやましにましたいと願う。

親愛なる母校よ、その学徒は、その生涯を、

いつまでも神への信頼に捧げるであろう。

確固不動の目的をもって、われわれは

たえず神のため、同志社のため、

また祖国のために、立とうとするものである。

われわれが生まれた国よりも

さらに広い世界といえども、

それは一つであることを、われわれは学んだ。

自己愛よりもいや高き人類愛と、奉仕の精神を

われわれは会得した。

親愛なる母校よ、その学徒は

聖なる生涯を送らんがため、励もうとしている。

重ねゆく年とともに、

神のため、同志社のため、同胞のため、

かえりみて悔いなからんがために。

3



同 志 社と 音 楽 、そ の 親 愛 なる 関 係特 集

が
あ
り
ま
す
。当
時
の
ナ
チ
ス
が
こ
の
歌
を
国
歌

同
然
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
が
、同
志
社
の
校
歌
と
し
て
制
定
さ
れ

た
の
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
こ
と
な
の
で
す
。

   

学
生
、卒
業
生
、人
と
人
を
結
ぶ
歌

　
最
近
で
は
歌
で
連
帯
す
る
と
い
う
こ
と
が
気

恥
ず
か
し
い
風
潮
も
あ
り
ま
す
が
、か
つ
て
は
ラ

グ
ビ
ー
や
野
球
で
も
応
援
に
来
た
学
生
が
よ
く

熱
唱
し
て
い
ま
し
た
。私
自
身
も
学
生
時
代
に
、

勢
い
あ
ま
っ
て
渋
谷
の
ハ
チ
公
前
で
早
稲
田
大

学
の
学
生
と
互
い
の
校
歌
の
歌
合
戦
を
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
時
、卒
業
生
ら
し
い
若

い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
駆
け
寄
っ
て
き
て「
東
京
に

来
て
辛
か
っ
た
が
、久
し
ぶ
り
に
同
志
社
の
歌

を
聴
け
て
う
れ
し
か
っ
た
、絶
対
頑
張
る
！
」と

言
っ
て
去
っ
て
行
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。学

生
部（
現
在
の
学
生
支
援
セ
ン
タ
ー
）勤
務
だ
っ

た
時
、引
率
し
た
函
館
キ
ャ
ン
プ
の
途
中
、た
く

さ
ん
の
議
論
を
経
た
後
に「
新
島
襄
海
外
渡
航

乗
船
之
処
」碑
の
前
で
学
生
た
ち
が
卒
業
生
と

カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
を
歌
っ
た
の
も
感
動
的
な
場

面
で
し
た
。あ
る
学
生
か
ら
は
ク
ラ
ブ
活
動
で
訪

れ
た
離
島
の
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
で
涙
な
が
ら
に

歌
っ
た
別
れ
の
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
の
話
を
繰
り

返
し
聞
き
ま
し
た
。志
半
ば
で
亡
く
な
っ
た
友
の

た
め
に
言
葉
を
探
し
た
挙
句
見
つ
か
ら
ず
に
咄

嗟
に
歌
っ
た
某
ク
ラ
ブ
の
カ
レ
ッ
ジ
ソ
ン
グ
も

目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。き
っ
と
無
数
に
あ
る

こ
の
よ
う
な
光
景
…
、“O

ne P
urp
ose ”

（
こ
の

冊
子
の
タ
イ
ト
ル
）の
も
と
に
人
が
集
い
、歌
う

こ
と
で
そ
の
気
持
ち
を
確
認
し
合
う
、励
ま
し
合

う
、と
い
う
光
景
は
、学
生
の
命
輝
く
シ
ー
ン
に

相
応
し
い
、本
学
の
理
念
に
直
結
し
た
も
の
だ
と

も
思
え
ま
す
。

誇
り
を
持
っ
て
歌
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　
一
方
、作
曲
は
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
で
は
な
く
、当

時
は
よ
く
あ
っ
た
こ
と
で
す
が
、ア
メ
リ
カ
の

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
校
歌
の
旋
律
を
そ
の
ま
ま
用

い
て
い
ま
す
。当
時
の
同
志
社
に
は
イ
ェ
ー
ル
大

学
出
身
の
宣
教
師
や
教
員
が
多
く
、そ
の
慣
れ

親
し
ん
だ
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
採
用
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。イ
ェ
ー
ル
大
学
に
も
名

門
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
存
在
し
、何
度
か
来
日
し

て
い
る
の
で
、同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
と
並
ん

で
同
じ
旋
律
の
校
歌
を
歌
い
合
う
と
い
う

シ
ー
ン
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
実
現
し
て
い

ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、さ
ら
に
辿
る
と
、こ

の
曲
の
原
曲
は
ド
イ
ツ
の
愛
唱
歌
、C

arl 

W
ilh
elm

作
曲
の
「
ラ
イ
ン
の
守
り
」

（
1
8
5
4
年
）な
の
で
す
。よ
く
指
摘
さ
れ

る
こ
と
で
す
が
、映
画「
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
」で

ド
イ
ツ
軍
が
こ
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
場
面

W.M.ヴォーリズ（一柳米来留）のサイン入り「Doshisha College Song」の譜面

同志社 校歌 対訳 （児玉実英 訳）

「
同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
」指
揮
者
・
技
術
顧
問

伊
東
恵
司 

（
京
田
辺
校
地
総
務
課
総
務
係
長
）

同志社よ、その名は一つの目的を意味する。

その学徒の精神的、肉体的に、

神のため、祖国のため、生きんという

一つの崇高な目的を。

親愛なる母校よ、同志社の学徒は、

ぶどうの枝のごとくつながりゆくことであろう。

たとえ、世界くまなく、広くはるかに、

われらさまようとも、汝の教訓は、

われわれの心に永遠に生き続けることであろう。

われわれが同志社にきたのは、

心のより広き糧を求めてだ。

われわれは、真の目的の価値を、

新たな意味において学ぼうとし、

ここにふみとどまっているのだ。

親愛なる母校よ、われわれのつとめは、

堅き心をもって、未来に立ち向かうことである。

なぜなら同志社は、

神のため、同志社のため、また祖国のために

役立てよと、高い目的をもって

われわれに教えてきたからである。

1. 

2. 

戦雲がその険悪な動向を示すとき、

いく万の愛国者は、武器をもってはせ参ずる。

しかし、われわれは、

久しきにわたる平和の年月のうちに

祖国の名と名声を、いやましにましたいと願う。

親愛なる母校よ、その学徒は、その生涯を、

いつまでも神への信頼に捧げるであろう。

確固不動の目的をもって、われわれは

たえず神のため、同志社のため、

また祖国のために、立とうとするものである。

われわれが生まれた国よりも

さらに広い世界といえども、

それは一つであることを、われわれは学んだ。

自己愛よりもいや高き人類愛と、奉仕の精神を

われわれは会得した。

親愛なる母校よ、その学徒は

聖なる生涯を送らんがため、励もうとしている。

重ねゆく年とともに、

神のため、同志社のため、同胞のため、

かえりみて悔いなからんがために。

3. 

4. 
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奏
会
を
継
続
し
て
い
ま
す
。昨
年
は
戦
前
戦
後

通
算
60
回
を
記
念
し
、学
生
の
発
案
で
初
め
て

字
幕
を
つ
け
て
上
演
さ
れ
、注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　
山
田
一
雄
、渡
辺
暁
雄
、朝
比
奈
隆
、井
上
道

義
等
、そ
う
そ
う
た
る
指
揮
者
が
タ
ク
ト
を
振

り
、そ
の
都
度
、同
志
社
メ
サ
イ
ア
の
伝
統
と
取

り
組
み
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。オ
ー

プ
ニ
ン
グ
の「D

osh
ish
a

 C
olleg

e

 S
on
g

」、

ア
ン
コ
ー
ル
の「
き
よ
し
こ
の
夜
」（
有
名
な

キ
ャ
ン
ド
ル
ラ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
で
）を
含
め
、

「
全
同
志
社
メ
サ
イ
ア
演
奏
会
」は
人
に
対
す
る

温
か
さ
や
世
界
に
対
す
る
想
像
力
に
溢
れ
、キ

リ
ス
ト
教
を
徳
育
の
基
本
に
据
え
た
大
学
の
雰

囲
気
を
し
っ
か
り
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

で
す
。基
本
的
な
運
営
や
取
り
組
み
は
学
生
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、学
生
の
ひ
た
む
き
さ

を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
全
国
規
模
で
本
学
の

学
生
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
場
面
で
も

あ
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
会
場
で
聴
い
て
ほ
し
い

で
す
ね
。

　
ハ
レ
ル
ヤ
コ
ー
ラ
ス
で
知
ら
れ
、世
界
中
か

ら
愛
さ
れ
る
ヘ
ン
デ
ル
の
名
曲「
メ
サ
イ
ア
」全

曲
の
本
邦
初
演
は
、こ
の
同
志
社
大
学
な
の
で

す
。初
演
は
1
9
3
5
年
の
同
志
社
創
立
60
周

年
記
念
演
奏
会
。ド
イ
ツ
語
の
歌
詞
で
歌
わ
れ

ま
し
た
。グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
出
身
で
神
学
部
講
師

の
森
本
芳
雄
先
生
が
不
眠
不
休
で
全
パ
ー
ト
の

楽
譜
を
書
き
写
さ
れ
、学
生
や
O
B
を
掻
き
集

め
て
厳
し
い
練
習
を
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
演

奏
の
模
様
は
、当
時
と
し
て
は
破
格
の
扱
い
で
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
が
全
国
に
生
中
継
し
た
そ
う
で

す
。そ
の
後
も
メ
サ
イ
ア
の
演
奏
会
は
続
き
、不

幸
な
戦
争
時
期
に
お
い
て
さ
え
工
夫
し
て
日
本

語
で
歌
う
こ
と
で
毎
年
の
演
奏
を

継
続
し
て
き
た
の
で
す
が
、先
生
の

急
逝
等
の
理
由
で
一
時
期
中
止
と

な
り
ま
す
。

　
復
活
は
同
志
社
創
立
90
周
年

の
1
9
6
5
年
。交
響
楽
団
と
グ

リ
ー
ク
ラ
ブ
の
学
生
が
何
と
か

メ
サ
イ
ア
演
奏
会
を
復
活
さ
せ

た
い
と
願
い
、そ
の
熱
意
を
受
け
て
同
志
社
女

子
大
学
学
芸
学
部
音
楽
学
科
が
全
面
的
に
協
力

す
る
と
い
う
形
で
実
現
し
ま
す
。こ
の
メ
サ
イ

ア
が
今
も
続
く
復
活
メ
サ
イ
ア
で
す
。復
活
し

た
同
志
社
メ
サ
イ
ア
は
再
び
発
展
を
遂
げ
、ク

ラ
シ
ッ
ク
の
演
奏
会
で
は
第
九
と
並
ん
で
確
実

に
超
満
員
に
な
る
演
奏
会
と
し
て
京
都
の
音
楽

シ
ー
ン
を
彩
り
続
け
て
い
ま
す
。古
く
は
ク
リ

ス
マ
ス
イ
ブ
を
同
志
社
の
学
生
が
２
人
で
過
ご

す
場
と
し
て
も
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
す
し
、

Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
テ
レ
ビ
が
録
画
し
、年
末
に
テ
レ

ビ
放
映
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

　
近
年
に
な
っ
て
、女
子
大
学
の
学
科
と
し
て

の
参
加
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
、女
声
部

の
歌
唱
メ
ン
バ
ー
が
激
減
し
、開
催
が
危
ぶ
ま

れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、話
を
聞
い
た
多

く
の
同
志
社
メ
サ
イ
ア
フ
ァ
ン
や
卒
業
生
の
皆

さ
ん
か
ら
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
る
な
ど
し
て
、

今
で
は
大
学
学
生
支
援
課
の
協
力
に
よ
る
公
募

合
唱
団（
女
声
）の
参
画
に
よ
り
、新
し
い
ス
タ

イ
ル
の
メ
サ
イ
ア
と
し
て
毎
年
12
月
24
日
の
演

同
志
社
と｢

メ
サ
イ
ア｣

の
軌
跡

1935年メサイア全曲初演の様子、栄光館にて

2011年12月24日第47回全同志社メサイア演奏会

メサイアパンフレット表紙
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同 志 社と 音 楽 、そ の 親 愛 なる 関 係特 集

　
本
学
の
音
楽･

合
唱
活
動
は
非
常
に
盛
ん
で
、

学
生
時
代
の
活
動
か
ら

音
楽
評
論
家
や
指
揮
者
、

声
楽
家
等
多
く
の
音
楽

関
係
者
が
誕
生
し
、日
本

の
音
楽
シ
ー
ン
そ
の
も
の

に
も
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
ま
す
。現
在
で

も
５
つ
の
合
唱
団
が
レ
ベ

ル
や
人
数
を
保
っ
て
活

動
し
て
い
る
こ
と
は
特

筆
す
べ
き
こ
と
で
す
し
、

学
生
の
歌
声
は
、漏
れ
聞

こ
え
る
オ
ル
ガ
ン
の
音
色

や
朝
夕
の
鐘
と
と
も
に

同
志
社
教
育
の
ア
ト
モ

ス
フ
ェ
ア
と
し
て
同
志
社
人
の
心
を
潤
し
て
き

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
同
志
社
大
学
に
は
た
く
さ
ん
の
歌
が
あ
り
ま
す

が
、有
名
な
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
応
援
団
に
よ
っ
て
よ
く
演
奏
さ
れ
る
応
援
歌

「D
o

sh
ish

a H
ero

e
s

」は
、も
と
は
ア
ー
モ
ス

ト
大
学
の「C

heer for O
ld

 A
m

herst

」か
ら

来
て
い
ま
す
。ラ
グ
ビ
ー
部
が
部
歌
に
し
て
い
た

も
の
で
す
が
、そ
の
後
半
の
繰
り
返
し
部
分
が

「D
osh

ish
a H

eroes

」
で
す
。
同
じ
く
応
援
歌

「
若
草
萌
え
て
」は
南
北
戦
争
時
の
ア
メ
リ
カ
で

流
行
し
た
「T

ram
p
! T

ram
p
! T

ram
p
!

」が
元

歌
に
な
っ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
こ
の
曲
が
北
海

道
大
学
の
校
内
で
流
れ
て
い
た
の
で
驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、新
島
と
も
親
交
の
あ
っ
た
ク

ラ
ー
ク
博
士
が
伝
え
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。北
大

の
校
歌
と
共
有
し
て
い
る
の
で
す
ね
。そ
れ
に
対

し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
同
志
社
創
立
60
周
年
を

記
念
し
て「
同
志
社
校
歌
」（
湯
浅
吉
郎

：

作
詞

／
大
中
寅
二

：

作
曲
）と
「
同
志
社
大
学
歌
」（
北

原
白
秋

：

作
詞
／
山
田
耕
筰

：

作
曲
）が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。後

者
は
大
学
の
入
学
式
で
必
ず
歌

わ
れ
る
曲
で
す
が
、山
田
耕
筰
氏

に
と
っ
て
も
自
己
の
音
楽
の
理

念
を
体
現
し
た
会
心
の
作
だ
っ

た
よ
う
で
す
。最
後
に「
送
別
の

歌
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

1
9
1
6
年
の
卒
業
式
で
初
め
て
歌
わ
れ
た

曲
で
、以
後
卒
業
式
に
は
欠
か
せ
な
い
曲
と
な

り
ま
し
た
。L.M

.E
n
ilsizer

作
曲
の
原
曲
が

あ
り
、三
輪
源
造
氏（
同
志
社
女
子
専
門
学
校
教

授
）が
作
詞
編
曲
を
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
詳
細
が

分
か
っ
て
い
な
い
曲
で
す
が
、こ
の
歌
が
忘
れ
ら

れ
な
い
と
い
う
卒
業
生
が
数
多
く
お
ら
れ
ま
す
。

別
れ
の
涙
と
旅
立
ち
の
励
ま
し
を
歌
っ
て
お
り
、

逞
し
い
心
や
そ
の
繋
が
り
を
大
切
に
育
む
こ
と

を
目
指
し
た
同
志
社
な
ら
で
は
の
気
品
と
情
趣

に
満
ち
た
名
曲
で
す
。同
志
社
だ
け
の
特
別
の
卒

業
ソ
ン
グ
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
今
回
紹
介
し
た
曲
は
す
べ
て
、「D

osh
ish

a 

C
olleg

e S
on

g

」と
い
う
C
D
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、入
学
前
の
手
続
き
書
類
に
同
封
し
て
郵

送
し
て
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
聴
い
て
、学
生
生

活
を
彩
る
豊
か
な
同
志
社
の
音
楽
に
触
れ
て
く

だ
さ
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
、特
別
な
歌

山田耕筰氏のサイン入り
「同志社大学歌」の譜面

「同志社大学歌」を作曲した
山田耕筰氏自ら栄光館で
学生に歌唱指導した

●「D
osh

isha C
ollege S

ong

」

  

　
　
　
　
　  

（
12
曲
入
り
C
D
）

　
　
　
　
　
　  

4
0
0
円

●「
同
志
社
歌
集
」

    （
同
志
社
大
学
出
版
部
刊
）7
0
0
円

「Doshisha College Song」をはじめとする
同志社の数々の曲のCDや歌集は購入することもできます。

販
売
元

：

株
式
会
社
同
志
社
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

お
問
い
合
わ
せ
先:

0
7
5-

2
5
1-

3
0
2
7

解
説

：「
同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
」指
揮
者
・
技
術
顧
問

伊
東
恵
司 

（
京
田
辺
校
地
総
務
課
総
務
係
長
）
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小貫 岩夫 さん

【1992年 神学部卒業】　テノール歌手

1967年北海道小樽市生まれ。同志社大学卒業後、大阪音楽大学を首席で卒
業。文化庁オペラ研修所修了後、98年より1年間、文化庁派遣芸術家在外研
修員としてイタリア・ミラノへ留学。2000年「サロメ」で新国立劇場デビュー以
来、二期会、新国立劇場を中心に活躍。代表作は02年「ニュルンベルクのマイス
タージンガー」のダーフィット、06年「コジ・ファン・トゥッテ」（宮本亜門演出、文化
庁芸術祭大賞受賞）のフェランド、07年、10年に出演した「魔笛」（実相寺昭雄
演出）のタミーノなど。

　
高
校
卒
業
ま
で
過
ご
し
た
小
樽
で
は
、幼
い
頃

に
バ
イ
オ
リ
ン
を
習
っ
て
は
い
た
も
の
の
、実
家

の
教
会
で
聖
歌
な
ど
を
歌
う
以
外
は
、音
楽
に
ほ

と
ん
ど
な
じ
み
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
小
樽
の
友
人
は
、私
が
音
楽
の
道
に
進
ん
だ
と

言
う
と
、み
ん
な
驚
き
ま
す
」

　
同
志
社
大
学

に
進
み
、グ
リ
ー

ク
ラ
ブ
に
入
っ

た
の
は
、思
い
が

け
ず
勧
誘
さ
れ

た
こ
と
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。練

習
を
見
学
し
て

「
か
っ
こ
い
い
！
」

と
感
動
し
、そ
の

歩
を
踏
み
出
す
。

　
研
修
所
修
了
後
は
二
期
会
に
所
属
。
2
0
0
0

年
、Ｒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス「
サ
ロ
メ
」で
新
国
立
劇
場

デ
ビ
ュ
ー
を
飾
り
、以
後
、二
期
会
公
演
を
中
心

に
数
多
く
の
オ
ペ
ラ
の
舞
台
を
踏
む
一
方
、コ
ン

サ
ー
ト
活
動
も
精
力
的
に
展
開
。テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

に
も
度
々
出
演
し
、そ
の
叙
情
的
な
歌
声
で
多
く

の
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
。

「
歳
を
重
ね
る
と
、後
進
の
指
導
に
あ
た
る
機
会

が
多
く
な
り
ま
す
が
、私
は
歌
う
こ
と
、芝
居
を

す
る
こ
と
が
好
き
な
の
で
、役
の
幅
を
広
げ
、で

き
る
だ
け
長
く
舞
台
に
立
っ
て
い
た
い
」と
い
う

小
貫
さ
ん
。自
分
に
と
っ
て
音
楽
と
は
、と
い
う

問
い
か
け
に
、こ
う
答
え
て
く
れ
た
。

「
音
楽
は
神
様
が
与
え
て
く
れ
た
素
晴
ら
し
い

贈
り
物
で
す
。い
い
音
楽
に
出
合
え
ば
感
動
す
る

し
、音
楽
に
よ
っ
て
人
は
幸
せ
に
な
れ
る
。神
様

に
あ
り
が
と
う
と
言
い
た
い
で
す
ね
」

日
に
入
部
を
決
め
た
。授
業
は
欠
席
し
て
も
、ほ
ぼ

毎
日
あ
る
ハ
ー
ド
な
練
習
に
は
欠
か
さ
ず
参
加
す

る
ほ
ど
、男
声
合
唱
団
の
活
動
は
楽
し
か
っ
た
。

「
同
志
社
の
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
聴
衆
と
一
体
に
な

る
音
楽
が
モ
ッ
ト
ー
。ス
テ
ー
ジ
か
ら
観
客
に
訴

え
か
け
る
つ
も
り
で
、と
に
か
く
声
を
出
す
。私

で
も
こ
ん
な
に
声
を
出
し
て
歌
え
る
ん
だ
と
、そ

こ
で
初
め
て
歌
う
こ
と
の
楽
し
さ
に
目
覚
め
ま

し
た
」

　
卒
業
を
迎
え
、就
職
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、

姉
が
国
立
音
楽
大
学
を
出
て
二
期
会
合
唱
団
に

入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、オ
ペ
ラ
と
い
う
世
界
に

少
な
か
ら
ず
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
と
、グ
リ
ー
ク

ラ
ブ
の
先
輩
の
紹
介
も
あ
り
、大
阪
音
楽
大
学（
以

下
、音
大
）へ
進
学
。本
格
的
に
音
楽
の
世
界
で
生

き
て
い
く
こ
と
を
決
め
る
転
機
は
１
９
９
５
年
、

音
大
を
卒
業
す
る
前
年
に
訪
れ
た
。

　
堺
シ
テ
ィ
オ
ペ
ラ
で
の
ド
イ
ツ
・
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
歌

劇
場
と
の
共
同
制
作
の
公
演
。モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の

「
魔
笛
」で
主
役
の
タ
ミ
ー
ノ
を
演
じ
る
本
役
の
歌

手
に
代
わ
っ
て
、本
公
演
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
。そ
れ
が
、テ
ノ
ー
ル
歌
手
・
小
貫
岩

夫
の
デ
ビ
ュ
ー
。

「
私
は
本
役
の
方
が
忙
し
い
時
な
ど
に
稽
古
の
代

役
を
務
め
て
い
た
の
で
す
が
、ド
イ
ツ
の
演
出
家

が
私
の
歌
を
聴
い
て
抜
擢
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

テ
オ
・
ア
ダ
ム
ら
世
界
的
歌
手
と
共
演
し
、『
こ
の

世
界
で
や
っ
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
』と
、そ
の

時
思
い
ま
し
た
」

　
音
大
卒
業
後
、姉
の
す
す
め
で
文
化
庁
オ
ペ
ラ

研
修
所
へ
。今
、日
本
の
オ
ペ
ラ
界
で
活
躍
す
る
歌

手
の
大
半
は
、こ
の
研
修
所
の
出
身
。難
関
を
く
ぐ

り
抜
け
、第
11
期
生
と
し

て
オ
ペ
ラ
歌
手
へ
の
第
一

音
楽
は
神
様
か
ら
の
素
晴
ら
し
い
贈
り
物

音 楽 界 で 活 躍  す る 卒 業 生 た ち
撮影：飯島隆／
兵庫県芸術文化センター
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同 志 社と 音 楽 、そ の 親 愛 なる 関 係特 集

岸野 末利加 さん

【1994年 法学部法律学科卒業】  現代音楽作曲家

1971年京都市生まれ。同志社大学卒業後、95年渡仏。98年パリ・エコールノ
ルマル作曲科、2003年フランス国立リヨン高等音楽院作曲科卒業。04-05年
イルカム（フランス国立音響音楽研究所）研究員。オーケストラ、室内楽、ソロな
どの器楽作品から、楽器と電子音響を併用するライブエレクトロニック作品ま
でを手がける。作品は、ヨーロッパを中心に、各国で委嘱初演、放送されている。
日本では、今秋、9月に合唱曲が大阪いずみホールで、11月に東京証券会館ホー
ルで三十絃箏のための新作が演奏される予定。

　
6
歳
か
ら
ピ
ア
ノ
を
習
い
始
め
、両
親
は
ピ
ア

ノ
の
道
へ
進
ま
せ
た
い
と
願
っ
た
。高
校
3
年
の

時
、芸
術
大
学
の
ピ
ア
ノ
科
へ
と
い
う
用
意
さ
れ

た
レ
ー
ル
に
反
し
、「
子
供
の
頃
か
ら
、私
に
と
っ

て
音
楽
は
憧
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
日
常
の
も
の

だ
っ
た
か
ら
、ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
る
決
断
は
で
き

な
か
っ
た
」と
言
う
岸
野
さ
ん
は
、「
音
楽
以
外
の

世
界
を
見
た
い
」と
、中
学
・
高
校
と
通
っ
た
同
志

社
へ
、大
学
も
そ
の
ま
ま
進
む
こ
と
を
選
択
す
る
。

　
だ
が
、音
楽
と
ほ
と
ん
ど
無
縁
の
４
年
間
を
過

ご
し
、卒
業
時
に
考
え
た
の
は「
企
業
に
雇
わ
れ

て
過
ご
す
か
、そ
れ
と
も
一
生
の
自
分
の
仕
事
を

持
つ
か
」。ピ
ア
ノ
に
戻
る
こ
と
は
頭
に
な
か
っ

た
。し
か
し
、幼
い
頃
か
ら
多
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
費
や
し
て
き
た
音
楽
の
世
界
は
、自
分
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
と
気
づ
く
。プ

先
が
読
め
な
い
。大
学
や
専
門
学
校
で
教
鞭
を
と

り
な
が
ら
作
曲
活
動
を
す
る
人
も
多
い
で
す
。喜

び
も
大
き
い
け
れ
ど
、膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要

す
る
厳
し
い
職
業
だ
と
思
い
ま
す
」

　
だ
が
、そ
れ
を
選
ん
だ
こ
と
に
後
悔
は
な
い
と
、

岸
野
さ
ん
は
言
う
。

「
自
分
の
感
性
、そ
の
時
々
に
自
分
が
大
切
と
思
う

こ
と
に
忠
実
に
、自
分
の
内
面
に
耳
を
澄
ま
せ
な

が
ら
作
品
と
い
う
有
機
体
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
、そ
ん
な
仕
事
を
持
ち
得
た
こ
と
は
か
け
が
え

の
な
い
幸
せ
で
す
か
ら
」

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
生
き
る
た
め
に
、も

う
一
度
音
楽
を
き
ち
ん
と
勉
強
し
た
い

−−

。そ
う

思
っ
た
岸
野
さ
ん
は
、作
曲
の
技
法
を
学
ぶ
た
め

に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学
を
決
断
し
た
。

　
で
も
、な
ぜ
ピ
ア
ノ
で
は
な
く
作
曲
な
の
か
。

「
ピ
ア
ニ
ス
ト
な
ど
演
奏
家
は
も
と
も
と
あ
る
作
品

を
、そ
の
内
容
、作
曲
家
の
意
図
を
汲
み
取
っ
て
忠

実
に
演
奏
す
る
媒
体
で
す
よ
ね
。私
が
魅
力
を
感
じ

た
の
は
、無
か
ら
有
を
つ
く
る
と
か
、自
分
の
感
性

と
精
神
世
界
を
掘
り
下
げ
、構
築
す
る
こ
と
な
の
で

す
。も
し
も
ダ
ン
ス
が
上
手
だ
っ
た
り
、文
章
を
書

く
こ
と
に
長
け
て
い
た
り
し
た
ら
、音
楽
で
は
な
く

も
っ
と
他
の
形
を
と
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
フ
ラ
ン
ス
で
作
曲
を
学
ん
だ
後
は
、ド
イ
ツ
・
ケ

ル
ン
で
結
婚
し
、住
ま
い
を
構
え
た
。し
か
し
当

初
、ド
イ
ツ
に
は
夫
以
外
の
知
人
も
な
く
、仕
事
と

し
て
、ど
の
よ
う
に
作
曲

活
動
を
す
れ
ば
良
い
の
か

途
方
に
暮
れ
た
と
い
う
。レ
ジ
デ
ン
ス
コ
ン
ポ
ー

ザ
ー
と
い
う
、国
や
地
方
自
治
体
な
ど
が
ス
ポ
ン

サ
ー
に
な
っ
て
芸
術
家
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
シ
ス
テ

ム
を
利
用
し
、作
品
を
書
き
始
め
た
。

　
作
曲
家
の
世
界
は
、資
格
試
験
が
あ
っ
て
そ
れ

に
パ
ス
す
れ
ば
プ
ロ
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。何
か
の
き
っ
か
け
で
委
嘱
が

き
て
曲
を
作
り
、作
品
が
認
め
ら
れ
て
ま
た
委
嘱

が
く
る
。そ
の
積
み
重
ね
が
キ
ャ
リ
ア
に
な
っ
て
い

く
。だ
か
ら
、「
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
で
の
受
賞
は
励
み

に
な
り
ま
す
が
、作
品
の
善
し
悪
し
の
絶
対
的
な

決
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
都
度
、依
頼
さ
れ
た

仕
事
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
だ
け
で
す
」と
話
す
。

「
現
代
音
楽
の
分
野
で
、作
曲
の
委
嘱
だ
け
で
生
活

し
て
い
る
人
は
非
常
に
少
な
い
ん
で
す
。作
品
依

頼
は
定
期
的
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、不
規
則
で

音
楽
は
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
世
界

音 楽 界 で 活 躍  す る 卒 業 生 た ち
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力
丸 

裕

　【
生
命
医
科
学
部
教
授
】

　
１
８
８
７
年
、同
志
社
病
院
・
京
都
看
病
婦

学
校
を
創
設
し
た
新
島
襄
は
、医
療
を
中
心
と

し
た
身
体
に
関
わ
る
教
え
の
重
要
性
を
説
き
、

医
学
校（
医
学
部
）構
想
を
持
ち
続
け
た
。そ
の

志
は
没
後
も
受
け
継
が
れ
、２
０
０
８
年
４
月
、

工
学
研
究
で
培
っ
て
き
た
知
識
と
実
績
を
も
と

に
、医
学
や
基
礎
生
物
学
な
ど
を
融
合
し
た
生

命
医
科
学
部
が
誕
生
し
た
。

　
医
工
学
科
、医
生
命
シ
ス
テ
ム
学
科
、そ
し
て

医
情
報
学
科
の
３
学
科
で
構
成
し
、い
ず
れ
も

「
医
」の
文
字
が
入
る
が
、言
う
ま
で
も
な
く
３

学
科
と
も
医
師
を
養
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
は

な
い
。と
く
に
、ヒ
ト
や
動
物
を
対
象
に
、最
先

端
の
生
体
計
測
技
術
を
通
じ
て
生
体
の
情
報
処

理
機
能
を
解
明
し
、脳
機
能
の
分
析
や
新
し
い

診
断
機
器
の
開
発
を
目
指
す
の
が
、情
報
・
電
子

工
学
と
医
学
が
融
合
し
た
分
野
を
学
ぶ
医
情
報

学
科
だ
。

　「
当
研
究
室
は
研
究
の
対
象
が
ヒ
ト
や
動
物

で
す
か
ら
、そ
の
意
味
で
は
生
命
、生
体
に
特
に

関
わ
り
が
深
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。刺
激
に

対
す
る
反
応
と
い
っ
た
感
覚
系
や
神
経
系
の
因

果
関
係
を
解
明
す
る
の
が
、わ
れ
わ
れ
の
基
本

路
線
で
す
。し
た
が
っ
て
非
常
に
サ
イ
エ
ン
テ
ィ

フ
ィ
ッ
ク
な
の
が
特
徴
で
す
」

　
こ
う
話
す
力
丸
裕
教
授
は
、音
、特
に
音
声
や

音
楽
を
聴
く
た
め
の
脳
内
の
仕
組
み
の
解
明
と

そ
の
応
用
が
研
究
テ
ー
マ
。独
自
開
発
し
た
超

小
型
テ
レ
マ
イ
ク
シ
ス
テ
ム
を
用
い
、超
音
波
を

ソ
ナ
ー
と
し
て
飛
ぶ
コ
ウ
モ
リ
の
飛
行
の
仕
組

み
を
探
る
研
究
は
、国
内
外
か
ら
注
目
さ
れ
て

い
る
。

　
学
生
が
研
究
の
テ
ー
マ
に
選
ぶ
の
も
、音
や

音
声
に
関
す
る
こ
と
が
基
本
。た
だ
、そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、神
経

生
理
学
的
な
手
法
を
使

う
場
合
も
あ
れ
ば
、心
理

学
的
、行
動
学
的
な
手
法

を
用
い
る
場
合
も
あ
り
、

取
り
組
む
研
究
は
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。

力
丸
教
授
は
、研
究
室
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、学
生

向
け
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
こ

う
記
し
て
い
る
。

　「
研
究
に
は
、『
ど
う
し

て
？
』と
い
う
す
な
お
な

疑
問
と
興
味
が
何
よ
り
も

大
切
で
す
。富
士
山
頂
へ
の
登
山
道
が
い
く
つ
も

あ
る
よ
う
に
、『
ど
う
し
て
？
』の
疑
問
と
興
味

を
征
服
す
る
た
め
の
方
法
は
、ひ
と
つ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。時
間
は
か
か
る
け
れ
ど
、緩
や
か
な

道
筋
、最
短
距
離
の
急
勾
配
、回
り
道
を
し
て
最

後
に
頂
上
を
め
ざ
す
ル
ー
ト
な
ど
。ま
た
、途
中

ま
で
バ
ス
に
乗
る
方
法
、初
め
か
ら
歩
く
方
法
、

途
中
下
車
し
て
案
を
練
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
研
究
室
で
の
頂
上
へ
の
挑
戦
、す
な
わ
ち
、

諸
君
の
研
究
戦
略
も
こ
れ
に
似
て
い
ま
す
」

英
語
を
公
用
語
に
実
社
会
で
も

通
用
す
る
問
題
解
決
能
力
を
養
う

ゼ ミ 探 訪  学 び の 時 間

生
命
医
科
学
部
医
情
報
学
科
　
力
丸 

裕 

研
究
室
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生
命
医
科
学
部
の

ゼ
ミ
は
４
年
次
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
が
、力

丸
研
究
室
で
は
、大
学

院
生
と
合
同
で
ゼ
ミ

が
開
か
れ
て
い
る
。春

学
期
は
、学
生
が
研
究

し
た
い
こ
と
に
関
連

す
る
英
語
の
論
文
を

先
生
が
割
り
振
り
、各

自
で
読
み
込
ん
で
発

表
す
る
。発
表
は
も
ち

ろ
ん
、
質
疑
、
討
論
も

す
べ
て
英
語
で
行
わ

れ
る
。秋
学
期
に
な
る

と
、学
部
生
は
卒
業
論
文
、大
学
院
生
は
修
士
論

文
の
執
筆
に
向
け
た
、自
身
の
研
究
や
経
過
報

告
の
発
表
に
変
わ
る
。発
表
後
の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
、実
験
方
法
や
分
析
の
仕
方
を
確
認

し
、他
の
有
効
な
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
な

ど
、導
く
べ
き
答
え
の
道
筋
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

こ
の
段
階
で
は
、学
部
生
は
日
本
語
で
の
発
表

で
も
構
わ
な
い
。

　
ゼ
ミ
を
英
語
で
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
力
丸

教
授
は
こ
う
語
る
。「
今
は
企
業
で
も
英
語
を
共

通
語
に
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま
す
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
で
道
具
と
し
て
の
英
語
の
重
要

性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。し
か
も
、何
と
な
く
わ

か
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、仕
事
で
使
え
な
け

れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、自
分
の

伝
え
た
い
こ
と
を
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
伝
え
、相

手
の
こ
と
も
理
解
す
る
と
い
う
英
語
が
わ
れ
わ

れ
の
目
指
す
と
こ
ろ
な
の
で
す
。そ
の
た
め
に

は
、必
ず
し
も
美
し
い
英
語
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
な
い
し
、文
法
的
な
正
し
さ
に
こ
だ

わ
る
必
要
も
な
い
わ
け
で
す
が
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ

と
が
大
事
で
す
。英
語
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、学
生
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
は
異
な
る
で

し
ょ
う
し
、努
力
の
量
も
違
う
と
思
い
ま
す
が
、

１
年
経
つ
と
自
分
の
英
語
力
が
か
な
り
上
が
っ

た
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
よ
う
で
す
」。

　
実
際
、学
生
た
ち
に
ゼ
ミ
で
得
た
も
の
は
何

か
と
聞
く
と
、多
く
が
英
語
力
を
挙
げ
た
。４
年

次
生
の
鳥
越
祐
樹
さ
ん
は「
一
番
の
収
穫
は
、英

語
へ
の
抵
抗
感
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。以
前

に
比
べ
、か
な
り
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
」と
言
う
。「
海
外
か
ら
有
名
な
先
生
が
来

ら
れ
て
、幸
運
に
も
共
同
実
験
を
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。や
り
取
り
は
も
ち
ろ
ん
英
語
。先
生

方
に
サ
ポ
ー
ト
は
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、ゼ

ミ
の
お
か
げ
で
外
国
の
人
と
話
す
時
の
緊
張
感

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。今
は
英
語
に
対
す
る

恐
怖
感
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」と
話
す
の
は
、

工
学
部
を
卒
業
後
、大
学
院
生
命
医
科
学
研
究

科
に
進
学
し
た
福
島
慶
三
さ
ん
だ
。

　
ゼ
ミ
生
た
ち
は
こ
う
し
た
英
語
へ
の
自
信
と

と
も
に
、物
事
の
因
果
関
係
を
理
解
し
、問
題
を

発
見
す
る
力
と
そ
の
解
決
能
力
を
身
に
つ
け

る
。力
丸
教
授
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
小
林
耕
太
助

教
は
、学
生
に「
科
学
に
必
要
な
考
え
方
は
、物

事
の
因
果
関
係
を
理
解
し
て
、そ
れ
に
基
づ
い

て
問
題
を
解
決
し
、発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で

す
か
ら
、そ
の
考
え
方
自
体
を
獲
得

し
て
ほ
し
い
。そ
れ
が
で
き
れ
ば
ど

こ
へ
行
っ
て
も
役
に
立
つ
と
思
い
ま

す
。で
き
れ
ば
科
学
者
に
な
っ
て
ほ

し
い
で
す
が
、そ
う
な
ら
な
か
っ
た

と
し
て
も
、科
学
者
の
マ
イ
ン
ド
は

身
に
つ
け
て
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

と
望
む
。

　
２
０
１
１
年
度
、生
命
医
科
学
部

１
期
生
の
進
路
が
決
ま
っ
た
。力
丸

研
究
室
で
は
、就
職
を
希
望
し
た
６

人
全
員
が
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
決

め
た
。「
医
療
に
関
す
る
モ
ノ
づ
く
り

を
し
た
い
」と
、生
命
医
科
学
部
に
入

学
し
た
竹
尾
英
里
子
さ
ん
は
、ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
開
発
の
会
社
。中
村
有
香

さ
ん
は
送
電
設
備
の
メ
ー
カ
ー
で
技

術
営
業
と
し
て
働
く
。

　「
研
究
は
楽
し
い
」が
力
丸
研
究
室

の
合
言
葉
。最
後
に
、学
生
た
ち
が
実

際
に
研
究
を
楽
し
ん
だ
か
を
聞
い
て

み
た
。「
最
初
の
準
備
段
階
は
大
変
で
す
が
、わ

か
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、と
て
も
楽

し
い
。高
揚
感
の
よ
う
な
も
の
が
湧
き
上
が
っ
て

き
ま
す
」と
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
の
は
、他
大

学
か
ら
生
命
医
科
学
研
究
科
に
進
ん
だ
山
岡
沙

織
さ
ん
。

　「
楽
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
と
、そ

こ
か
ら
ま
た
次
の
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
す
」

　
力
丸
教
授
の
言
葉
は
、研
究
室
に
と
ど
ま
ら

ず
、同
志
社
大
学
の
理
系
学
部
す
べ
て
に
共
通

す
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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　ヨーロッパの欧州連合（ＥＵ）や、北米の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）に見られるような地域

統合が、未だ実現しない東アジア。その理由は何なのか、本格的に東アジアが地域統合していく

ために必要なものは何なのかを根本的に見直すことを目的として、2009年12月、「東アジア総

合研究センター」が誕生した。現在までの歩み、研究成果とその情報発信、これから社会に果た

す役割などについて、センター長を務める文化情報学部の鄭躍軍教授に伺った。

　
東
ア
ジ
ア
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
、２
つ
の

大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。１
つ
は
、「
デ
ー
タ

を
中
心
に
も
の
を
語
る
」と
い
う
こ
と
。デ
ー
タ

分
析
に
よ
っ
て
、情
報
を
発
信
し
て
い
こ
う
と

い
う
考
え
方
で
す
。こ
れ
に
関
連
し
た「
現
地
調

査（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）」が
２
つ
目
の
特
徴
で

す
。現
地
調
査
は
、実
際
に
は
２
０
０
０
年
か
ら

始
ま
り
、セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
る
ま
で
に
、す

で
に
約
10
年
分
の
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て

お
り
、こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、最
終
的

に
は
東
ア
ジ
ア
の
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築

し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
東
ア
ジ
ア
研
究
は
、こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な

専
門
分
野
の
研
究
が
個
別
に
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
が
、当
セ
ン
タ
ー
で
は
東
ア
ジ
ア
の「
文
化

の
変
容
」の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。例
え

ば
、歴
史
的
に
見
れ
ば
、中
国
、日
本
、韓
国
は
、

漢
字
文
化
や
儒
教
思
想
を
共
有
し
て
い
ま
し
た

が
、日
本
の
明
治
維
新
以
降
、そ
れ
ぞ
れ
の
国
は

異
な
る
道
を
歩
ん
で
き
て
い
ま
す
。そ
の
変
化

に
つ
い
て
、実
は
お
互
い
に
理
解
し
合
っ
て
い
な

い
こ
と
が
、数
々
の
問
題
を
生
ん
で
い
る
要
因

で
は
な
い
か
と
私
は
み
て
い
ま
す
。こ
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、今
一
度
、お
互
い
の
国

へ
の
先
入
観
を
払
拭
し
て
、真
剣
に
お
互
い
の

立
場
を
理
解
し
合
う
こ
と
が
必
要
で
す
。そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、東
ア
ジ
ア
地
域
共
同
体

が
初
め
て
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。ま
た
、文
化
的
な
交
流
や
政
治
的
な
活

動
も
、足
並
み
が
揃
う
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま

せ
ん
。そ
の
背
景
を
解
明
す
る
に
は
、単
な
る
個

人
の
憶
測
で
は
説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。現
地

東アジアの相互理解を深める
～中国・韓国と連携し、共同研究プロジェクトを推進

東アジア総合研究センター

鄭
テ イ

 躍
ヤ ク

軍
グ ン

【文化情報学部教授】
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同 志 社 の 研 究 は 今

B

調
査
に
よ
っ
て
、

各
国
の
文
化
が
時

代
と
と
も
に
ど
う

変
容
し
て
い
っ
た

の
か
デ
ー
タ
を
集

積
し
て
い
く
こ
と

で
、
初
め
て
発
言

権
が
得
ら
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
ま

す
。特
に
、グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
欧
米
の

主
導
で
進
ん
で
い

る
こ
と
に
は
危
機

感
を
持
っ
て
い
ま

す
。ア
ジ
ア
か
ら
、

事
実
に
基
づ
い
た

発
信
を
積
極
的
に
し
て
い
く
こ
と
が
当
セ
ン

タ
ー
の
使
命
な
の
で
す
。

AA

B

： 2010年3月開催のセンター 
  設立記念国際シンポジウム  
  の様子

： 2011年に中国人民大学にて
  行った現地調査訓練の様子

　
そ
の
上
で
見
て
い
き
た
い
の
が
、企
業
活
動
を

含
め
た「
経
済
問
題
」で
す
。現
在
、各
国
間
で
企

業
進
出
が
活
発
に
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、そ
の
中

で
ト
ラ
ブ
ル
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は

企
業
文
化
と
各
国
固
有
の
文
化
と
の
衝
突
が
ど

う
し
て
も
発
生
し
て
し
ま
う
た
め
で
す
。こ
れ

を
解
決
す
る
た
め
に
、何
が
必
要
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
研
究
し
、情
報
発
信
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、「
環
境
問
題
」も
重
要

で
す
。国
際
会
議
な
ど
で
、各
国
が
非
難
し
合
う

よ
う
な
場
面
が
見
ら
れ
ま
す
が
、そ
れ
で
は
問

題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。国
の
社
会
制
度
、経
済
発

展
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、同
じ
考

え
方
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
こ
と
で

す
。そ
の
差
を
認
め
た
上
で
、お
互
い
の
共
通
点

を
見
出
す
、あ
る
い
は
協
力
体
制
を
つ
く
り
出

す
た
め
の
基
盤
づ
く
り
が
必
要
で
す
。以
上
、文

化
、経
済
、環
境
の
３
つ
の
観
点
か
ら
研
究
を
進

め
、東
ア
ジ
ア
に
関
す
る
報
告
書
や
書
籍
の
出

版
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
、総
合
的
な
情
報
を
発

信
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、取
り
組
ん
で
い
る
研
究
テ
ー
マ
の
１

つ
は
、価
値
観
の
比
較
で
す
。環
太
平
洋
地
域

の
国
々
の
価
値
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、東
ア
ジ

ア
の
特
徴
を
洗
い
出
し
、年
内
に
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。も
う
１
つ
は
、

私
が
主
導
し
て
い
る
環
境
意
識
調
査
で
す
。

２
０
１
０
年
度
に
日
本
と
韓
国
の
全
国
調
査
を

行
い
、２
０
１
１
年
度
に
は
、中
国
の
北
京
と
杭

州
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
集
め
ま
し
た
。

　
東
ア
ジ
ア
研
究
に
つ
い
て
の
方
法
論
と
理
論

的
基
盤
を
構
築
す
る
に
は
、広
い
分
野
の
研
究

者
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、当
初
か
ら
、

国
内
の
み
な
ら
ず
韓
国
、中
国
の
大
学
や
研
究

機
関
と
も
連
携
を
図
り
、相
互
理
解
を
前
提
に

研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。海
外
の
大
学
や
研

究
機
関
と
の
長
い
年
月
に
わ
た
る
共
同
研
究
を

通
じ
て
信
頼
関
係
を
築
い
て
き
た
こ
と
も
、当

セ
ン
タ
ー
の
設
立
の
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
２
０
１
２
年
の
活
動
と
し
て
は
、３
月
末
に
、

日
本
、韓
国
、中
国
に
お
け
る
国
際
比
較
調
査
の

報
告
書
を
刊
行
し
、ま
た
こ
れ
を
基
に
し
た
書

籍
も
年
内
に
出
版
す
る
予
定
で
す
。９
月
に
は
、

イ
タ
リ
ア
で
開
催
さ
れ
る
国
際
分
類
学
会
大
会

で
、比
較
研
究
の
特
別
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
設
け
ま

す
。さ
ら
に
、デ
ー
タ
に
裏
づ
け
さ
れ
た
情
報
発

信
を
行
う
た
め
、環
境
意
識
調
査
の
結
果
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
公
開
す
る
予
定
で
す
。当
セ
ン
タ
ー

の
研
究
成
果
は
、こ
の
よ
う
に
社
会
に
発
信
す

る
一
方
で
、教
育
現
場
に
も
還
元
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、調
査
デ
ー
タ
や
分
析
結
果
を
講
義
に

用
い
て
い
ま
す
し
、大
学
院
生
の
研
究
と
し
て

進
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
当
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
展
開
を
よ
り
長
い
ス

パ
ン
で
考
え
た
と
き
、「
東
ア
ジ
ア
学
」と
い
う

学
問
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て

い
ま
す
。東
ア
ジ
ア
ほ
ど
、国
に
よ
っ
て
価
値
観

が
大
き
く
異
な
る
地
域
は
、世
界
で
も
稀
で
す
。

多
岐
に
渡
る
社
会
背
景
と
人
の
考
え
方
を
捉
え

る
た
め
に
、理
論
的
な
枠
組
み
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
は
、研
究
者
に
と
っ
て
１
つ
の
試
練
だ

と
思
い
ま
す
が
、日
本
と
中
国
と
韓
国
の
違
い

に
つ
い
て
多
く
の
方
に
ご
理
解
い
た
だ
き
、そ
の

上
で
共
通
の
基
盤
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、前
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。東
ア

ジ
ア
が
世
界
を
牽
引
し
て
い
く
力
を
持
つ
こ
と

に
、こ
れ
か
ら
も
寄
与
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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正
面
の
3
枚
の
肖
像
画
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
島
襄
、山
本
覚か

く

馬ま

、J
・
D
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
。同

志
社
創
立
の
立
役
者
で
す
。八
重
の
夫
、兄
、そ

し
て
洗
礼
を
授
け
、結
婚
式
を
司
式
し
て
く
れ

た
宣
教
師
で
す
ね
。八
重
の
墓
共
々
、い
ず
れ
も

こ
れ
か
ら
行
く
同
志
社
墓
地
に
あ
り
ま
す
。

　
幕
末
に
京
都
守
護
職
に
指
名
さ
れ
た
会
津
藩

主
・
松
平
容か

た

保も
り

が
、本
陣
を
置
い
た
の
が
、こ
こ

金
戒
光
明
寺
で
す
。黒
谷
と
も
言
い
ま
す
。

　
石
垣
を
見
て
く
だ
さ
い
。ま
る
で
城
構
え
で

す
。そ
れ
に
、小
高
い
丘（
紫
雲
山
）で
す
か
ら
天

然
の
要
塞
で
す
。境
内
は
4
万
坪
も
あ
り
、千
人

の
兵
士
が
駐
屯
で
き
ま
し
た
。砲
術
師
範
の
覚

馬
も
、境
内
の
宿
坊
に
住
ん
だ
は
ず
で
す
。

こ
こ
の
宮
司
の
息
子
で
、現
宮
司
の
祖
父
に
あ

た
り
ま
す
。作
品
は
、後
に
同
志
社
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。さ
き
ほ
ど
、同
志
社
チ
ャ
ペ
ル
で
見
た

あ
れ
で
す
。

　
こ
の
神
社
か
ら
歩
い
て
15
分
ほ
ど
で
、山
頂

に
着
き
ま
す
。

　
同
志
社
墓
地
で
す
。正
面
の
墓
が
襄
、右
に
デ

イ
ヴ
ィ
ス
、左
に
八
重
、と
い
う
配
置
で
す
。全

体
の
三
十
余
基
中
、新
島
家
が
数
基
で
す
。八
重 東山三十六峰のひとつ若王子山「新嶋」八重の墓（左）と襄の墓（右）

　
こ
の
長
い
石
段
の
先
に
、会
津
墓
地
が
あ
り

ま
す
。近
く
の
西
雲
院
で
は
、毎
年
6
月
に
京
都

会
津
会
が
、殉
難
者（
3
5
2
人
）の
法
要
を
行

い
ま
す
。覚
馬
・
八
重
の
弟
、三
郎
を
始
め
、戊
辰

戦
争
で
戦
死
し
た
会
津
藩
士
の
名
を
刻
ん
だ
石

碑
も
あ
り
ま
す
。そ
う
、京
都
会
津
会
と
言
え

ば
、八
重
も
熱
心
な
会
員
で
し
た
ね
。

　
覚
馬
の
ツ
テ
で
し
ょ
う
か
、襄
の
姉（
美
代
）

や
若
死
に
し
た
同
志
社
教
員
、山
崎
為た

め

徳の
り

の
墓

は
、最
初
、黒
谷
に
あ
り
ま
し
た（
今
は
、同
志
社

墓
地
）。

　
同
志
社
墓
地
に
向
か
い
ま
す
。「
哲
学
の
道
」

南
端
の
す
ぐ
先
が
、若
王
子
神
社
で
す
。東
京
の

画
学
生
、伊
藤
快よ

し

彦ひ
こ

は
襄
の
永
眠
を
新
聞
で
知

り
、す
ぐ
に
肖
像
画
を
描
き
ま
し
た
。伊
藤
は
、

2011年11月5日、京都における新島襄と八重のゆかりの地を、本井康博 神学部教授の

ガイドで巡るツアーが開催された。今出川キャンパスから少し足を延ばせば、観光ス

ポットとしてお馴染みの場所にも、新島夫妻との意外な縁が発見でき、参加者は案内

に興味深く聞き入っていた。本誌では、その解説をダイジェストで紹介する。

襄
ゆかりのスポットを歩く

と の八重

会津ゆかりの金戒光明寺（京都市左京区黒谷町）

新島襄と八重の足 跡ツアー

「哲学の道」の起点でもある若王子神社
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京
都
守
護
職
上
屋
敷
跡
地
に
あ
る
容
保
桜

の
家
族
の
墓
は
、佐
久（
母
）、権
八（
父
）、覚
馬

（
兄
）、三
郎（
弟
）、久
栄（
姪
）で
す
。久
栄
が
同

志
社
女
学
校
在
学
中
、若
き
徳
冨
蘆
花
と
恋
愛

騒
動
を
起
こ
し
た
話
は
有
名
で
す
。

　
黒
谷
か
ら
移
し
た
山
崎
為
徳
の
墓
は
、角
に

あ
り
ま
す
。入
り
口
に
あ
る
名
物
用
務
員
、松
本

五
平
の
墓
に
も
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

　
南
禅
寺
の
お
目
当
て
は
、水
路
閣（
サ
ス
ペ
ン

ス
の
名
所
！
）で
も
三
門（
石
川
五
右
衛
門
で
有

名
）で
も
な
く
、天
授
庵
と
い
う
塔た

っ

頭ち
ゅ
う
で
す
。も

と
も
と
肥
後
藩
ゆ
か
り
の
寺
で
、同
藩
の
有
力

者
、あ
の
横
井
小

し
ょ
う

楠な
ん

の
墓
が
あ
り
ま
す
。　

　
信
徒
と
誤
解
さ
れ
て
京
都
で
刺
殺
さ
れ
ま
し

た
。遺
児
、時
雄
の
墓
も
こ
こ
で
す
。彼
は
同
志

社
を
出
て
牧
師
と
な
り
、今
治
時
代
に
、覚
馬
の

娘（
峰
）と
結
婚
し
ま
す
。こ
れ
で
、襄
は
峰
や
八

重
を
介
し
て
、横
井
家
の
縁
戚
に
な
り
ま
す
。　

　
そ
の
関
係
か
ら
、襄
の
埋
葬
地
は
当
初
、こ

こ
で
し
た
。父
親（
民た

み

治じ

）の
墓（
今
は
同
志
社
墓

地
）が
、す
で
に
あ
り
ま
し
た
が
、襄
の
場
合
、葬

儀
の
前
日
、寺
か
ら
断
ら
れ
た
た
め
、や
む
な
く

若
王
子
山
頂
の
市
営
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

　
南
禅
寺
を
後
に
し
て
、次
は
京
都
府
庁
で
す
。

途
中
、車
窓
か
ら
丸
太
町
橋
西
詰
め
南
側
に
あ

る「
女
紅
場
址
」碑
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
明
治
維
新
以
後
、覚
馬
の
建
策
で
日
本
初
の

公
立
女
学
校（
現
府
立
鴨お

う

沂き

高
等
学
校
）が
開
校

さ
れ
た
所
で
す
。教
員
の
1
人
が
八
重
で
す
。生

徒
に
礼
法
な
ど
を
教
え
る
一
方
で
、イ
ギ
リ
ス
人

教
員
か
ら
英
語
を
習
っ
て
い
ま
す
。

　
府
庁
の
旧
本
館
が
見
え
て
き
ま
し
た
。正
門

を
入
っ
た
右
に
「
京
都
守
護
職
上か

み

屋や

敷し
き

跡
」
碑

が
あ
り
ま
す
。本
陣
が
、黒
谷
か
ら
移
さ
れ
た

の
で
す
。左
は
、「
京
都
慶
應
義
塾
跡
」碑
で
す
。

同
志
社
開
校
の
前
年
に
開
校
、と
い
う
の
も
、

不
思
議
で
す
ね
。

　
府
庁
旧
本
館
中
庭
の
桜
に
注
目
。「
容
保
桜
」

で
す
。最
近
、山
桜
の
変
種
と
分
か
り
、守
護
職

に
ち
な
ん
で
、命
名
さ
れ
た
ば
か
り
で
す
。お

殿
様
大
好
き
の
八
重
が
生
き
て
い
れ
ば
、さ
ぞ

か
し
喜
ん
だ
は
ず
で
す
。こ
れ
を
株
分
け
し
て
、

2
0
1
3
年
大
河
ド
ラ
マ「
八
重
の
桜
」の
放
映

時
に
、キ
ャ
ン
パ
ス
に
植
え
た
い
で
す
ね
。

　
最
後
は
、「
新
島
旧
邸
」で
す
。1
8
7
8
年
の

竣
工
で
す
か
ら
、築
1
3
0
年
を
超
え
ま
す
。コ

ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
イ
ル
で
、セ
ン
ト
ラ
ル
・
ヒ
ー

テ
ィ
ン
グ
、三
方
に
張
り
出
さ
れ
た
ベ
ラ
ン
ダ
、

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
台
所
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
キ
ッ

チ
ン
、洋
式
腰
掛
便
器（
木
造
）な
ど
、京
都
の
町

屋
と
は
、大
違
い
で
す
。

　
た
だ
、よ
く
見
る
と
和
洋

折
衷
様
式
で
す
。1
階
の
洋

間
を
茶
室
に
改
造
し
た
の

は
、八
重
で
す
。敷
地
は
約
千

坪
。隣
の
新
島
会
館
あ
た
り

ま
で
、庭
で
し
た
。桐
な
ど
の

植
樹
、射
的
場
、西
洋
野
菜
を

栽
培
す
る
家
庭
菜
園
な
ど
に

利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
島
家
は
、建
物
も
暮
ら

し
も
洋
風
っ
ぽ
い
の
で
、隣

接
す
る
御
所
や
民
家
と
比
べ

る
と
、か
な
り
異
色
、い
や
浮
い
た
存
在
だ
っ
た

で
し
ょ
う
ね
。　
　
　
　
　
　
　  

（
本
井
康
博
）

日本初の公立女学校

新
島
旧
邸
応
接
間
で
ガ
イ
ド
す
る
本
井
康
博
教
授
。後
方
は
、勝
海
舟
の
書
。

襄の埋葬予定地であった天授庵（南禅寺）
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