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寂
寞
を
感
じ
て
居
り
ま
し
た
小
さ
い
私
共
に
対

し
て
、実
に
温
い
親
切
を
か
け
て
呉
れ
ま
し
た
」。

「
人
の
為
に
溢
る
ゝ
様
な
愛
を
か
け
な
け
れ
ば

な
ら
無
い
と
云
ふ
事
を
知
り
ま
し
た
の
は
、
誠

淵
澤
様
の
良
い
感
化
で
あ
る
と
感
謝
し
て
居
り

ま
す
。
世
の
中
に
淵
澤
の
枝
様
の
様
な
立
派
な

人
は
決
し
て
二
人
と
無
い
と
云
ふ
事
を
、
其
当

時
固
く
信
じ
て
居
り
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い

る
。
淵
澤
は
そ
の
一
方
で
「
笑
は
す
会
の
御
大

将
で
褞
襖
を
着
て
片
手
に
笊ざ

る

を
持
っ
て
、
阿
法

弥
羅
経
の
真
似
を
し
て
腹
の
皮
を
縒
ら
せ
ら
れ

ま
し
た
。
此
様
な
笑
ひ
の
種
は
後
か
ら
〳
〵
百

出
し
て
尽
き
ま
せ
ん
で
し
た
」（
田
中
竹
、
１

８
８
４
年
、
女
学
校
邦
語
科
卒
業
）
と
い
う
側

面
も
あ
っ
た
。
高
畑
菊
（
１
８
８
４
年
、
女
学

校
邦
語
科
卒
業
）
は
卒
業
後
し
ば
ら
く
母
校
で

授
業
を
受
け
持
っ
た
が
「
卒
業
し
た
ば
か
り
の

子
供
で
し
た
か
ら
、
の
ゑ
さ
ん
が
後
の
方
の
席

に
居
っ
て
私
に
赤
ん
べ
い
を
し
て
見
せ
た
の
で
、

私
は
余
り
可
笑
し
く
て
つ
い
吹
き
出
し
て
し
ま

い
」
一
同
大
声
で
笑
い
さ
ざ
め
く
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
騒
ぎ
を
ス
タ
ー
ク
ウ

ェ
ザ
ー
が
聞
き
つ
け
て
来
て
「
先
生
が
先
き
立

っ
て
笑
ひ
出
す
と
は
怪
し
か
ら
ん
事
で
、
先
生

の
威
厳
を
保
つ
事
は
出
来
ま
せ
ん
と
」
叱
ら
れ

　

朝
日
新
聞
に
淑
明
女
子
大
学
に
つ
い
て
の
、

こ
ん
な
記
事
が
あ
っ
た
。「
韓
国
の
名
門
女
子

大
は
経
済
危
機
克
服
対
策
と
し
て
卒
業
生
が
最

大
１
年
間
無
料
で
学
生
の
身
分
を
維
持
で
き
る

『
ポ
ス
ト
学
士
課
程
』
を
来
年
３
月
の
新
学
期

か
ら
始
め
る
」（
２
０
０
８
年
12
月
25
日
）。「
創

立
九
十
一
周
年
、
開
校
五
十
九
周
年
記
念
事
業

と
し
て
、
小
説
家
の
イ
・
ホ
チ
ョ
ル（
李
浩
哲
）

氏
に
名
誉
文
学
士
の
学
位
を
送
っ
た
。
授
与
の

理
由
は
分
断
文
学
の
分
野
で
卓
越
し
た
作
品
を

残
し
、
南
北
統
一
の
文
化
研
究
と
韓
国
文
化
の

世
界
化
に
寄
与
し
た
た
め
」
で
、
韓
国
の
女
子

大
学
が
男
性
に
学
位
を
出
す
の
は
最
初
で
あ
り
、

作
家
の
後
藤
明
生
氏
と
は
小
学
校
の
同
窓
生
と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る（
１
９
９
７
年
６
月
３
日
）。

　

こ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
る
淑
明
は
現
在
、
女

子
中
・
高
等
学
校
、
女
子
大
学
校
（
文
化
、
法

政
、
経
商
、
理
科
、
薬
学
、
生
活
科
学
、
音
楽
、

美
術
の
８
学
部
）
か
ら
な
る
名
門
の
総
合
学
園

で
あ
る
。
学
園
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
と
淵
澤
能
恵

に
行
き
着
く
。
１
９
０
６
（
光
武
10
）
年
に
韓

国
女
子
教
育
の
先
覚
者
と
さ
れ
る
李
貞
淑
に
よ

っ
て
明
新
女
学
校
の
校
名
で
創
設
さ
れ
た
が
、

そ
の
礎
を
築
く
に
も
、
そ
の
発
展
に
お
い
て
も

淵
澤
を
欠
い
て
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

彼
女
は
新
島
襄
在
世
中
の
同
志
社
女
学
校
で
３

年
間
学
ん
で
い
る
。

●
生
い
立
ち

　

淵
澤
能
恵
は
１
８
５
０
（
嘉
永
３
）
年
、
奥

羽
の
国
（
岩
手
県
石
鳥
谷
町
）
で
生
ま
れ
、
間

も
な
く
養
女
と
し
て
育
て
ら
れ
た
。
父
武
市
は

下
級
武
士
だ
っ
た
が
寺
子
屋
の
師
匠
な
ど
も
し

て
い
た
と
い
う
。
幼
時
に
養
父
が
病
没
、
能
恵

は
養
母
カ
ル
と
共
に
彼
女
の
実
家
、
さ
ら
に
カ

ル
の
再
婚
先
に
伴
わ
れ
た
。
こ
の
間
寺
子
屋
小

野
塾
で
学
び
、
履
物
店
に
奉
公
人
と
し
て
出
さ

れ
て
か
ら
も
個
人
宅
に
漢
文
を
習
い
に
通
っ
た

と
い
う
。
当
時
の
女
子
と
し
て
は
稀
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
明
治
維
新
後
、
実
兄
恒

人
は
釜
石
に
出
て
働
い
て
い
た
が
、
そ
こ
に
身

を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
能
恵
の
人

生
の
転
機
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

●
渡
米
か
ら
同
志
社
女
学
校
へ

　

釜
石
に
は
幕
末
日
本
最
初
の
近
代
製
鉄
所
が

置
か
れ
、
明
治
半
ば
に
は
銑
鉄
生
産
量
が
全
国

の
過
半
を
占
め
る
ま
で
に
発
展
す
る
。
そ
こ
に

お
雇
い
外
国
人
の
鉱
山
技
師
Ｇ
・
パ
ー
セ
ル
が

い
た
。
こ
の
一
家
が
帰
国
す
る
に
当
っ
て
ア
メ

リ
カ
で
の
メ
イ
ド
を
伴
な
お
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
こ
と
を
知
っ
た
能
恵
は
こ
れ
に
応
じ
た
。

１
８
７
９
（
明
治
12
）
年
、
29
歳
の
と
き
で
あ

っ
た
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
パ
ー
セ
ル
家
に
一
年

余
り
、
次
い
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
ミ
ス
・

プ
リ
ン
ス
の
家
で
も
メ
イ
ド
と
し
て
働
き
、
そ

の
間
に
英
語
と
家
政
を
習
い
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

に
な
っ
た
。
女
史
が
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者

で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
１
８
８

２
年
に
帰
国
し
た
の
は
郷
里
の
養
母
の
た
っ
て

の
督
促
に
よ
る
が
、
彼
女
の
渡
米
目
的
が
勉
学

で
あ
っ
た
か
ら
、
帰
国
後
も
そ
れ
を
捨
て
が
た

か
っ
た
。

　

こ
の
４
月
、
32
歳
の
能
恵
は
同
志
社
女
学
校

に
入
学
す
る
。
同
志
社
を
選
ん
だ
の
は
女
性
宣

教
師
Ａ
・
Ｊ
・
ス
タ
ー
ク
ウ
ェ
ザ
ー
を
中
心
と

す
る
事
実
上
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
（
寄
宿

学
校
）
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
寄
宿
生
は
揃
っ
て
同

志
社
教
会
の
礼
拝
に
参
列
し
て
い
た
。
淵
澤
は

か
な
り
の
年
長
で
、
そ
の
こ
と
は
同
時
期
の
生

徒
た
ち
に
は
印
象
が
強
か
っ
た
。麻
布
え
い（
１

８
８
８
年
、
同
志
社
女
学
校
本
科
卒
業
）
は
淵

澤
の
こ
と
を
「
米
国
に
い
て
働
い
て
居
ら
れ
ま

し
た
が
、
帰
朝
し
て
同
志
社
女
学
校
の
生
徒
と

な
り
ま
し
た
。
此
人
も
亦
非
常
に
評
判
の
善
い

徳
望
家
で
、
な
つ
か
し
み
の
あ
る
人
で
あ
り
ま

し
た
。
私
は
同
室
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
注
意
深
い
母
様
の
様
な
人
で
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。
善
く
な
い
人
が
あ
れ
ば
、
其
人
の
為

め
に
泣
い
て
説
か
れ
ま
し
た
」。「
親
を
離
れ
て

同　

志　

社　

人　

物　

誌

102

淵　

澤　

能　

恵

│
韓
国
女
子
教
育
に
献
身
し
た
女
性
│

　
　
　

宮
澤　

正
典
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何
か
と
そ
の
よ
う
な
圧
力
が
加
わ
る
が
、
淵
澤

は
む
し
ろ
両
者
の
間
に
立
っ
て
淑
明
の
教
育
理

念
に
尽
く
し
た
。
東
肥
義
塾
出
身
の
松
本
雅
太

郎
は
後
に
淑
明
学
園
財
団
の
理
事
、
総
督
府
の

学
部
（
文
部
省
）
に
勤
務
し
た
が
、
淵
澤
に
と

っ
て
心
強
い
支
援
者
と
な
っ
た
。
松
本
は
度
た

び
同
志
社
女
専
を
参
観
に
訪
れ
た
が
１
９
２
２

年
７
月
に
は
淑
明
の
朝
鮮
人
女
教
師
４
名
を
と

も
な
っ
て
訪
問
し
、
寄
宿
舎
に
滞
在
し
て
市
内

見
学
も
し
て
い
る
。
他
方
、
明
治
天
皇
誕
生
慶

祝
式
典
（
皇
国
臣
民
化
）
拒
否
、
１
９
１
９
年

の
三
・
一
独
立
運
動
へ
の
参
加
（
表
を
参
照
）、

１
９
２
７
年
の
あ
る
日
本
人
教
師
免
職
ほ
か
を

求
め
た
抗
日
盟
休
は
父
兄
会
を
巻
き
込
ん
だ
。

淵
澤
は
淑
明
と
総
督
府
の
間
に
立
っ
て
解
決
に

腐
心
し
た
。
抗
日
示
威
運
動
な
ど
で
連
行
さ
れ

た
生
徒
を
「
こ
の
子
は
私
の
生
徒
で
す
」
と
毅

然
と
し
て
主
張
し
て
当
局
と
対
抗
し
た
。
そ
の

淵
澤
を
「
侵
略
の
先
兵
」
と
批
判
す
る
人
た
ち

が
あ
る
が
、『
淑
明
七
十
年
史
』
の
「
舎
監
の

印
象
」
に
お
け
る
卒
業
生
た
ち
の
淵
澤
へ
の
敬

愛
の
念
を
表
わ
す
回
想
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て

お
き
た
い
。「
仁
慈
な
お
婆
様
」
と
し
て
多
大

な
感
化
を
与
え
、
卒
業
後
も
母
校
を
訪
れ
学
監

を
仰
い
だ
と
い
う
。
１
９
２
８
年
淑
女
会
（
同

ー
ナ
リ
ス
ト
菊
地
謙
讓
、
朴
成
桂
を
介
し
て
嚴

妃
と
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

同
校
は
日
本
式
教
育
を
範
と
し
、
と
く
に
学
習

院
の
よ
う
な
韓
国
貴
族
学
校
と
し
て
始
め
よ
う

と
し
、
校
長
は
名
門
、
良
家
を
訪
問
し
て
入
学

を
説
得
し
た
。
李
朝
宮
中
は
こ
の
開
校
に
満
足

し
て
、
学
費
、
経
費
は
嚴
妃
が
負
担
す
る
こ
と

か
ら
始
め
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
世
の
旧
態

旧
俗
を
打
開
す
る
た
め
一
般
教
育
機
関
と
し
て

門
戸
を
開
放
し
た
。
李
貞
淑
と
淵
澤
は
以
心
伝

心
の
仲
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
相
互
に
信
頼
関
係

を
結
ん
で
学
校
運
営
を
お
こ
な
い
、
淵
澤
は
学

監
と
し
て
生
徒
と
寝
食
を
と
も
に
し
て
教
育
に

当
っ
た
。「
身
を
以
て
子
弟
に
及
ぼ
す
感
化
」

が
彼
女
の
教
育
方
針
で
あ
っ
た
。
生
徒
間
の
諍

い
に
は
仲
裁
を
と
り
も
ち
、
悪
戯
の
や
ま
な
い

生
徒
を
膝
元
に
呼
び
寄
せ
、
涙
を
流
し
て
自
分

の
教
育
の
至
ら
な
さ
を
神
に
詫
び
た
り
も
し
た
。

同
志
社
女
学
校
時
代
の
淵
澤
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

韓
国
併
合
後
の
１
９
１
１
年
朝
鮮
教
育
令
に

よ
り
女
子
高
等
普
通
学
校
に
な
る
が
、
財
団
法

人
設
立
願
申
請
に
対
し
て
総
督
府
は
修
正
を
要

求
し
、
設
立
者
を
淵
澤
と
李
貞
淑
を
併
記
し
て

再
提
出
し
て
１
９
１
２
年
に
認
可
。
寄
附
行
為

で
は
、
淵
澤
を
理
事
と
し
て
い
る
。
併
合
後
は

垠
は
梨
本
宮
守
正
の
王
女
方
子
と
結
婚
）
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
、
初
代
校
長
に
李
貞
淑
が
任
じ

ら
れ
た
。
彼
女
は
韓
国
教
育
史
上
最
初
の
韓
国

人
女
性
校
長
で
あ
っ
た
。
学
監
兼
主
任
教
師
に

淵
澤
が
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
彼
女
自
身
が
女
子

教
育
の
必
要
に
つ
い
て
説
い
て
い
た
が
、
ジ
ャ

に
と
も
な
っ
て
女
子
教
育
に
も
変
革
が
な
さ
れ
、

１
８
９
５
年
の
甲
午
改
革
に
お
け
る
教
育
立
国

宣
布
の
詔
勅
に
よ
っ
て
、
儒
教
一
辺
倒
の
教
育

か
ら
実
用
的
な
国
民
教
育
方
針
を
と
る
と
い
う

背
景
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
人
自
身
の
手

で
設
立
さ
れ
た
女
学
校
は
よ
う
や
く
１
９
０
６

（
光
武
10
）
年
に
な
っ
て
で
あ
っ
た
。

　

淑
明
女
学
校
は
そ
の
１
９
０
６
年
５
月
嚴
皇

貴
妃
（
李
朝
最
後
の
皇
太
子
李
垠
の
生
母
、
李

開
い
た
。
期
せ
ず
し
て
、
こ
こ
は
熊
本
英
学
校

閉
鎖
後
に
一
部
生
徒
た
ち
が
上
京
し
て
東
肥
義

塾
に
集
っ
た
若
者
た
ち
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。
開
塾
式
に
は
徳
富
蘇
峰
、
海
老
名
弾

正
ら
と
と
も
に
淵
澤
も
参
加
し
た
。
同
塾
に
は
、

後
に
淑
明
女
学
校
時
代
に
学
校
運
営
に
加
わ
る

松
本
雅
太
郎
ら
も
い
た
。
淵
澤
は
小
﨑
弘
道
の

番
町
教
会
に
出
席
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
番

町
教
会
活
動
を
支
援
し
た
岡
部
長
職
と
の
接
触

も
あ
り
、
じ
つ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
の
船
中

か
ら
の
知
己
で
も
あ
っ
た
。
熊
本
、
東
京
に
お

け
る
人
脈
が
、
彼
女
の
次
の
人
生
へ
の
転
機
に

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

●
韓
国
に
渡
る

　

１
９
０
４
年
に
養
母
を
失
い
、
文
具
店
経
営

も
ゆ
き
づ
ま
っ
て
い
た
こ
ろ
、
貴
族
院
議
員
、

子
爵
岡
部
長
職
夫
妻
が
韓
国
視
察
旅
行
に
誘
い
、

１
９
０
５
年
５
月
韓
国
に
赴
い
た
。
旅
行
中
赤

痢
に
か
か
り
、
療
養
中
に
こ
の
国
の
女
性
た
ち

の
お
か
れ
た
状
態
を
見
て
、
余
生
を
こ
の
地
で

教
育
に
捧
げ
る
使
命
を
感
じ
た
と
い
う
。
55
歳

で
あ
っ
た
。
一
方
、
岡
部
夫
人
抵
子
は
愛
国
婦

人
会
朝
鮮
支
部
設
置
と
朝
鮮
の
女
子
教
育
の
目

的
を
抱
い
て
い
た
。
韓
国
自
体
が
開
国
、
開
化

た
こ
と
を
記
し
て
い
る（『
創
設
期
の
同
志
社
』

同
志
社
社
史
料
室
）。
淵
澤
は
１
８
８
５
年
６

月
中
途
退
学
し
て
い
る
。「
惜
し
い
事
に
、
余

り
に
人
望
が
あ
り
ま
し
た
故
、
当
時
の
宣
教
師

に
憎
ま
れ
、
且
つ
意
見
衝
突
の
為
中
途
退
学
さ

れ
ま
し
た
」（
麻
生
ゑ
い
）
と
認
識
さ
れ
た
側

面
と
、
学
費
が
続
か
な
か
っ
た
た
め
と
す
る
説

が
あ
る
。
高
畑
は
「
此
方
は
労
働
の
為
米
国
へ

渡
っ
て
少
し
の
学
費
を
作
り
半
官
費
で
在
学
し

て
居
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
事
実
は
那

辺
に
あ
っ
た
の
か
。

●
日
本
で
の
教
職

　

淵
澤
は
同
志
社
女
学
校
中
退
の
年
に
上
京
し

て
東
洋
英
和
女
学
校
で
教
職
に
就
い
た
。
１
８

８
８
年
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
仕
え
た
ミ
ス
・

プ
リ
ン
ス
が
一
橋
高
等
女
学
校
教
師
と
し
て
来

日
、
彼
女
の
要
請
に
よ
り
同
校
に
通
訳
兼
舎
監

と
し
て
勤
務
し
た
。
そ
の
後
、
下
関
洗
心
女
学

校
、
福
岡
英
和
女
学
校
を
経
て
、
１
８
９
３
年

１
月
熊
本
女
学
校
に
移
っ
た
が
、
翌
年
病
気
の

た
め
辞
任
し
た
。

　

東
京
で
は
麹
町
、
四
谷
、
小
石
川
と
短
期
間

に
転
寓
し
た
後
、
１
９
０
０
年
９
月
経
済
的
基

礎
を
つ
く
る
こ
と
を
企
画
し
て
梅
屋
文
具
店
を

淑明女学校入学記念　1924年
中央に李貞淑校長・淵澤能恵（『淑明九十年史』より）

淑明女学校第1回卒業記念　1910（隆𤋮 4）年
中央に李貞淑校長・淵澤能恵（『淑明九十年史』より）



86

同
志
社
人
物
誌

87

支
部
と
合
同
追
悼
会
を
開
い
た
。

　
　

参
考
文
献

• 

村
上
淑
子
『
淵
澤
能
恵
の
生
涯
│
海
を
越
え

た
明
治
の
女
性
│
』
２
０
０
５
年
、
原
書
房

• 

金
貞
順
『
淑
明
七
十
年
史
』
１
９
７
６
年
、

淑
明
女
子
中
・
高
等
学
校

• 『
淑
明
九
十
年
史（
一
九
〇
六
│
一
九
九
六
）』

１
９
９
６
年
、
淑
明
女
子
中
・
高
等
学
校

• 

石
井
智
恵
美
「
淵
澤
能
恵
と
『
内
鮮
融
和
』

│
日
本
の
朝
鮮
統
治
下
に
お
け
る
女
性
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
の
一
断
面
│
」
１
９
９
２
年
、『
基

督
教
論
集
』
第
35
号

• 

江
藤
伸
子
「
淑
明
女
学
校
と
熊
本
英
学
校
」

２
０
０
０
年
、『
熊
本
近
研
会
報
』
第
345
号

• 『
会
報
淵
澤
能
恵
通
信
』
２
０
０
５
年
１
月

創
刊
、
淵
澤
能
恵
を
顕
彰
す
る
会
（
花
巻
市

石
鳥
谷
町
）

は
新
同
胞
の
姉
妹
達
の
教
育
で
母
校
の
発
展
と

同
じ
歩
調
を
取
っ
て
居
り
ま
す
、
此
秋
は
丁
度

ゼ
ー
ム
ス
館
そ
っ
く
り
の
新
校
舎
を
建
築
し
ま

し
た
し
生
徒
の
数
も
同
じ
位
あ
り
ま
す
又
表
に

は
明
に
し
て
居
ま
せ
ん
が
教
職
員
の
重
な
る
も

の
が
基
督
者
で
あ
る
為
め
に
母
校
と
同
じ
精
神

の
下
に
同
じ
事
業
を
営
ん
で
居
り
ま
す
」（
１

９
１
９
年
）。「
毎
日
こ
の
愛
く
る
し
い
朝
鮮
女

子
の
為
に
、
は
た
ら
く
の
を
こ
の
上
な
い
楽
し

み
と
し
て
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
」（
１
９
２
９

年
）
な
ど
と
語
っ
て
い
る
。

　

同
窓
会
京
城
支
部
の
集
い
に
は
「
私
共
の
良

い
を
ば
あ
様
で
あ
る
淵
澤
を
ば
あ
様
」
と
敬
愛

さ
れ
た
。
同
志
社
女
専
英
文
科
の
修
学
旅
行
で

は
淑
明
に
訪
れ
て
「
慈
愛
に
満
ち
た
面
持
」
の

淵
澤
の
淑
明
に
つ
い
て
の
話
に
耳
を
か
た
む
け

た
。
京
城
支
部
は
彼
女
が
そ
れ
ぞ
れ
会
長
と
支

部
長
を
し
て
い
た
組
合
教
会
婦
人
会
、
矯
風
会

●
同
志
社
同
窓
会
と
淵
澤

　

淵
澤
は
同
志
社
女
学
校
を
卒
業
し
な
か
っ
た

が
、
同
窓
会
発
足
の
と
き
か
ら
入
会
し
て
、
同

窓
会
報
『
女
学
校
期
報
』
に
は
彼
女
の
動
向
が

逐
次
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
淵
澤
自
身
、
朝
鮮
女

子
教
育
に
つ
い
て
寄
稿
し
た
。「『
年
寄
り
』
と

云
は
れ
る
よ
り
『
老
青
年
』
と
云
は
れ
る
方
が

好
き
で
す
、
老
青
年
の
係
っ
て
居
り
ま
す
事
業

三
十
年
間
基
督
教
精
神
を
も
っ
て
学
生
を
指
導
、

仁
慈
な
教
育
実
務
者
で
あ
る
淵
澤
学
監
は
財
団

法
人
代
表
と
し
て
学
校
運
営
の
責
任
を
も
っ
て

活
躍
し
た
。
日
頃
淑
明
が
大
学
課
程
ま
で
設
置

し
淑
明
の
精
神
を
も
っ
て
韓
国
女
性
の
指
導
者

を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
抱
負
を
説

き
」、
遺
言
書
で
は
「
万
一
財
団
で
死
後
私
に

与
え
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
年
来
の
願
望
で
あ
る

女
子
専
門
学
校
設
立
の
際
そ
れ
を
使
用
す
る
よ

う
に
」
と
記
し
た
と
あ
る
。
四
年
後
の
１
９
３

９
年
に
設
立
さ
れ
た
淑
明
女
子
専
門
学
校
設
立

基
金
の
一
部
に
そ
の
一
万
円
が
加
え
ら
れ
た
と

い
う
。

窓
会
）
は
師
恩
館
を
建
築
し
淵
澤
の
舎
室
に
使

用
す
る
よ
う
に
贈
呈
も
し
て
い
る
。

　

１
９
３
５
年
李
貞
淑
校
長
が
永
眠
。
翌
年
86

歳
の
淵
澤
は
老
患
の
な
か
に
あ
っ
た
が
肺
炎
を

併
発
し
て
永
眠
し
た
。
２
月
10
日
淑
明
の
校
庭

で
キ
リ
ス
ト
教
式
に
よ
る
学
校
葬
が
挙
行
さ
れ

た
。
同
窓
会
誌
『
淑
明
』
は
淵
澤
学
監
特
輯
号

と
し
て
編
ま
れ
彼
女
を
追
慕
し
た
。『
七
十
年

史
』
に
は
「
一
九
〇
六
年
開
校
に
参
与
し
て
満

宮
澤　

正
典
（
み
や
ざ
わ
・
ま
さ
の
り
）

１
９
３
３
年
長
野
県
生
ま
れ
。
59
年
同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
文
化
史
学
修
了
。
２
０
０
４
年
、

女
子
大
学
名
誉
教
授
。
文
化
史
学
会
評
議
員
、
日
本
イ
ス
ラ
エ
ル
文
化
研
究
会
理
事
、
理
事
長
、
日
本

ユ
ダ
ヤ
学
会
理
事
を
歴
任
。
専
門
は
歴
史
学
。
著
書
に
『
増
補
ユ
ダ
ヤ
人
論
考
・
日
本
に
お
け
る
論
議

の
追
跡
』（
新
泉
社
１
９
８
２
年
）『
日
本
人
の
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
認
識
』（
昭
和
堂
１
９
８
０
年
）

『
日
本
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
論
議
文
献
目
録
１
８
７
７
〜
１
９
８
８
』（
新
泉
社
１
９
９
０

年
）
ほ
か

淵澤　能恵（ふちざわ・のえ）
 1850.5.8~1936.2.8

岩手県生まれ、1879年渡米、1882年帰
国、同志社女学校入学、1885年中退。
東洋英和女学校、熊本女学校などで教鞭
をとる。1906年韓国明新女学校（淑明
女学校）設立に参画、学監、理事などを
歴任。在朝鮮愛国婦人会評議員、組合教
会婦人会長、矯風会支部長。勲六等宝冠
章、東亜日報教育功労賞ほか各種の功労
賞を受賞。

朝礼での李貞淑校長と淵澤能恵　1930年（『淑明九十年史』より）

서울의서울의 女學生 萬歲 示威 運動 狀況（1919─1929）

학  교  별 학생 총수 만세참가수 학  교  별 학생 총수 만세참가수

淑明女子高普 406 전 원 京城女子美術 48 28

梨花女子高普 310 전 원 泰和女子學校 103 20

同德女子高普 190 전 원 京城實業女校 112 전 원

培花女子高普 200 전 원 貞信女子學校 13 전 원

京城女子商業 282 전 원 槿和女子學校 265 3년제외전원

＊京城市內女學校 萬歲事件報告 公判槪況
（『淑明九十年史・1906～1996』68ページ）

同窓会朝鮮京城支部会　1932年 4 月16日
前列中央淵澤能恵（『同窓会学支会期報』第57号より）


