
底
辺
に
む
か
う
志

"
'

私
た
ち
が
同
志
社
の
一
0
0
年
を
憶
う
と
き
に
、

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
軌
跡
の
な
か
で
、
と
く
に
深
く
き

ざ
み
こ
ま
れ
て
き
九
も
の
と
し
て
、
,
底
辺
に
む
か

う
志
"
に
触
発
さ
れ
て
そ
の
生
を
綴
っ
て
い
っ
九
人

々
の
脈
流
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
文
研
の

キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
(
C
 
・
S
)
で
共
同
研

究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
留
岡
幸
助
を
は
じ
め
と
し

て
、
山
室
軍
平
、
水
崎
基
一
、
大
塚
素
、
牧
野
虎
次

ら
の
系
統
、
そ
れ
ら
の
先
人
に
つ
づ
く
幾
多
の
慈
善

三

一
八
九
六
年
(
明
二
九
)
神
学
科
別
科
を
卒
業
し
て
い

る
。
一
九
0
四
年
(
明
三
七
)
よ
り
一
九
一
一
年
(
明

四
巴
の
間
は
、
主
と
し
て
、
大
阪
、
神
戸
に
お
い

て
伝
道
に
従
事
し
た
。
こ
の
伝
道
に
お
い
て
、
八
浜

徳
三
郎
は
、
と
く
に
底
辺
の
生
活
者
、
そ
の
な
か
で

も
、
差
別
と
屈
辱
に
ま
み
れ
た
人
々
の
つ
ど
ぅ
監

獄
、
細
民
窟
、
木
賃
賓
さ
ら
に
工
場
な
ど
を
歴
訪

し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
実
践
が
彼
の
社
会
事

業
へ
の
関
心
を
強
い
も
の
に
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。
わ
が
国
の
資
本
制
の
発
展
は
、
相
対
的
過
剰
人

口
を
「
下
厨
社
会
」
の
か
九
ち
と
し
て
分
厚
く
、
多

様
な
存
在
形
態
に
お
い
て
う
み
だ
し
た
。
そ
う
し
た

亀
、
ん
た
ん

生
活
者
は
、
都
市
底
辺
な
ど
に
沈
澱
し
、
惨
治
た
る

窮
迫
に
あ
え
い
だ
。
こ
の
あ
た
り
の
ド
キ
ユ
メ
ン
ト

を
み
る
と
、
こ
の
貧
し
さ
に
お
い
つ
め
ら
れ
た
な
か

で
の
隣
保
相
扶
や
親
族
相
救
と
い
う
「
人
民
ノ
情

誼
L
 
と
し
て
権
力
者
が
民
衆
に
対
し
て
,
訓
示
'
す

る
貧
し
さ
を
支
え
る
し
く
み
の
中
で
、
や
む
な
く

そ
の
生
を
い
と
な
む
外
な
か
っ
た
。
八
浜
徳
三
郎
の

み視
た
も
の
は
、
さ
ら
に
酷
烈
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

底
辺
に
あ
え
ぐ
人
々
を
さ
ら
に
食
い
も
の
に
し
、
あ

ざ
む
き
、
い
た
め
つ
け
て
、
利
益
を
む
さ
ぽ
り
と
る

寄
生
虫
の
よ
う
な
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
八
浜
徳
三

郎
の
社
会
的
実
践
の
主
な
領
域
は
職
業
紹
介
事
業
で

感
化
救
済
事
業
(
明
治
期
)
、
社
会
事
業
(
大
正
1

昭
和
期
)
、
さ
ら
に
現
在
の
社
会
福
祉
の
時
代
に
働

い
た
「
同
志
社
派
L
 
と
も
い
う
べ
き
人
々
の
底
辺
に

む
か
う
志
に
か
か
わ
る
実
践
が
あ
っ
九
。

八
浜
徳
三
郎
も
、
こ
の
同
志
社
の
軌
跡
に
、
そ
の

位
置
を
く
フ
き
り
と
刻
み
こ
ん
だ
人
物
の
一
人
で
あ

る
。
一
八
七
一
年
(
明
四
)
に
岡
山
県
笠
岡
に
生
ま

れ
た
。
留
岡
・
山
室
も
周
知
の
ど
と
く
岡
山
県
に
生

う

を
亨
け
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
、
一
八
九
一

年
(
明
二
四
)
、
同
志
社
に
入
学
し
神
学
を
学
ん
だ
。

同志社人物誌(38)

ノ＼浜徳 郎
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あ
る
が
、
彼
が
情
熱
を
か
た
む
け
て
と
り
く
ん
だ
こ

の
仕
事
に
む
か
う
動
機
や
必
然
性
は
、
こ
の
六
、

七
年
余
の
伝
道
の
な
か
で
視
た
現
実
か
ら
発
現
し
た

も
の
に
ち
が
い
な
い
。
一
九
0
八
年
爾
四
こ
以
後
、

神
戸
に
お
い
て
伝
道
中
に
、
英
国
に
お
い
て
国
立
職

業
紹
介
法
の
公
布
と
そ
の
実
施
の
こ
と
を
知
り
、
わ

が
国
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
そ
の
必
要
性
を
と
く
に

強
調
し
た
。
さ
ら
に
傷
病
、
貧
困
、
と
く
に
失
業

に
ょ
っ
て
苦
し
む
人
々
を
救
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教

の
本
旨
に
か
な
う
も
の
と
考
え
て
、
伝
道
の
か
た
わ

ら
人
事
相
談
、
お
よ
び
職
業
紹
介
の
事
業
を
開
始
。

八
浜
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
す
す
め
る
な
か
で
、
つ

い
に
そ
の
生
涯
を
専
心
こ
の
事
業
に
捧
げ
る
こ
と
を

決
意
し
て
、
教
会
を
も
辞
し
た
と
い
わ
れ
る
。
一
九

一
一
年
爾
四
四
)
、
内
務
省
が
全
国
的
に
細
民
調
査

を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
嘱
託
と
な
っ
て
い

る
。
同
時
期
延
お
い
て
、
禁
酒
運
動
で
も
著
名
で
あ

つ
た
青
木
庄
蔵
が
、
財
団
法
人
大
阪
職
業
紹
介
所
を

民
間
人
の
協
力
を
得
て
開
設
さ
れ
る
に
際
し
て
、
そ

の
常
任
指
導
者
と
し
て
働
く
こ
と
と
な
っ
九
。
付
設

の
労
働
共
励
館
の
経
営
に
も
責
任
を
分
担
し
た
。
さ

ら
に
、
八
浜
は
、
大
正
職
業
紹
介
所
、
財
団
法
人
少
年

ホ
ー
ム
な
ど
の
創
設
に
も
か
か
わ
り
、
大
阪
地
方

に
お
け
る
職
業
紹
介
事
業
の
中
枢
に
は
八
浜
の
働
き

が
あ
り
、
斯
業
で
彼
の
関
与
し
な
い
部
分
は
な
い
と

さ
え
い
わ
れ
た
。
生
江
孝
之
に
ょ
れ
ぱ
、
昭
和
初
年

で
大
阪
職
業
紹
介
所
設
立
い
ら
い
、
就
職
人
員
約
一

0
万
人
、
共
励
館
な
ど
の
宿
泊
救
護
三
万
六
0
0
0

人
の
多
き
に
達
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
無
宿
者
、

浮
浪
者
救
護
事
業
と
し
て
、
大
阪
労
働
共
励
館
の
経

営
を
そ
の
館
長
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
も
と
に

お
こ
な
っ
た
こ
と
の
実
績
で
あ
る
0

こ
の
よ
う
な
実
践
の
な
か
で
、
八
浜
徳
三
郎
は
、

評
論
、
言
論
の
う
え
で
も
職
業
紹
介
事
業
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
先
駆
的
、
開
拓
的
な
発
言
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
一
九
二
0
年
矣
九
)
に
『
下
層
社
会
研
究
』

を
発
刊
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
八
浜
が
、
大
正
初
年

か
ら
米
騒
動
の
あ
っ
た
一
九
一
八
年
尖
七
)
に
い
た

る
間
に
、
雑
誌
(
主
と
し
て
大
正
二
年
八
月
発
刊
・
大
阪
に

お
け
ろ
救
済
事
業
研
究
会
の
「
救
済
研
究
L
 
に
収
録
さ
れ
た
も

の
が
多
い
)
や
新
聞
に
の
せ
た
も
の
を
一
冊
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
八
浜
は
、
そ
の
発
刊
の
辞
に
「
本
書

は
往
年
著
者
が
内
務
省
細
民
調
査
嘱
託
と
し
て
、
東

京
の
下
層
社
会
を
調
査
し
、
而
し
て
多
年
躬
ら
社
会

事
業
に
従
事
し
、
親
し
く
下
層
社
会
階
級
の
人
々
に

接
触
し
て
得
九
る
実
験
と
資
料
と
に
拠
り
て
論
述
し

た
る
も
の
に
し
て
、
彼
の
学
者
が
万
巻
の
書
を
渉
猟

し
、
静
か
に
詞
藻
を
練
磨
し
て
著
述
し
た
も
の
と
は

自
ら
其
の
選
を
異
に
す
る
が
故
に
、
敢
て
論
旨
の
前

後
を
求
む
る
こ
と
能
わ
ざ
る
も
、
実
験
の
事
実
に
は

迂
遠
な
ら
ざ
ら
ん
こ
と
は
卿
か
微
力
を
端
せ
る
所

也
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
本
書
は
、
十
章
に
わ
か
れ

て
、
高
利
貸
、
質
屋
、
公
設
質
屋
、
桂
庵
、
公
設
桂

庵
、
木
賃
宿
、
貧
民
窟
、
職
工
、
淫
売
婦
、
不
良
少

年
な
ど
を
記
述
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の
『
下
層
社

会
研
究
』
は
、
横
山
源
之
助
の
『
日
本
之
下
層
社
会
』

(
明
一
三
一
)
が
産
業
資
本
確
立
期
の
「
細
民
L
「
貧
民
」

「
窮
民
」
の
詳
細
を
き
わ
め
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
で

で
あ
っ
た
の
に
比
較
で
き
る
内
容
を
も
つ
も
の
と
い

え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
救
済
研
究
L
 
第
一
巻
・
四
号
(
大
正

二
年
士
月
発
打
)
に
「
社
会
研
究
」
四
大
阪
の
桂
庵

と
い
う
研
究
論
文
に
沿
っ
て
八
浜
の
考
え
方
、
現
実

黒
の
一
端
を
み
て
み
九
い
。
ま
ず
、
実
証
的
に
統

計
資
料
に
ょ
っ
て
人
口
動
態
、
と
く
に
、
出
稼
ぎ
や

入
寄
留
者
の
状
況
、
移
動
の
は
げ
し
さ
の
指
摘
に
は

じ
ま
る
。
,
大
阪
を
去
る
も
の
一
人
あ
ら
ば
、
之
に

代
り
て
来
る
も
の
五
人
あ
る
の
勘
定
な
り
'
と
い
っ

て
い
る
。
大
正
元
年
に
は
、
市
内
の
僕
姉
紹
介
業
者

一
五
九
、
芸
娼
妓
紹
介
業
者
一
七
一
、
入
方
専
業
者

三
八
、
船
員
紹
介
業
者
ニ
ニ
、
身
許
保
証
・
告
知
業

者
一
七
、
合
計
四
0
七
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
う
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対
象
者
、
目
入
れ
に
と
も
な
う
紹
介
の
仕
方
に
は
差

巾
北
が
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
求
職
者
に
寄
生
す
る
業

者
の
手
口
は
き
わ
め
て
悪
加
で
あ
り
、
雇
人
を
刷
旋

し
て
、
其
の
霞
料
を
徴
収
し
た
後
、
適
ち
に
其
歴

人
を
誘
い
出
し
て
、
他
家
へ
紹
介
し
、
再
三
そ
の
手

数
料
を
取
り
立
て
る
よ
う
な
こ
と
も
す
る
。
と
く

に
、
芸
娼
妓
紹
介
に
つ
い
て
は
、
前
借
金
に
か
ら
む

人
身
売
買
、
拘
柬
に
ょ
る
強
制
売
春
の
し
く
み
と
む

す
び
つ
い
て
、
悲
惨
の
度
を
つ
よ
め
て
く
る
。
「
二

ン
ダ
シ
」
(
人
出
し
)
と
称
す
る
芸
娼
妓
、
仲
居
、
酌

人
希
望
の
女
を
紹
介
業
者
の
も
と
へ
連
れ
て
来
る
老

婆
な
ど
を
い
う
。
こ
の
や
り
く
ち
に
は
じ
ま
っ
て
、

こ
の
紹
介
業
者
の
前
身
に
は
、
脈
の
男
衆
、
妓
丁
、

刑
事
、
巡
査
桂
略
の
雇
人
な
ど
が
多
く
、
そ
の
手

数
料
は
前
備
金
の
一
割
で
あ
る
か
ら
一
ケ
月
に
一
人

,
▼

二
人
の
玉
靈
姻
妓
希
望
き
が
あ
れ
ぱ
優
に
生
活
を

い
と
な
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
さ
ら
に
鞍
替
え

と
称
し
て
、
足
ヌ
キ
、
玉
コ
ロ
ガ
シ
と
住
み
か
え
を

巧
み
に
お
こ
な
二
L
、
手
数
料
を
か
せ
ぐ
と
い
っ
九

し
う

や
り
方
も
彼
ら
の
常
套
手
段
で
あ
る
こ
と
を
八
浜
は

く
わ
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
娼
妓
で
前

借
金
五
0
0
円
と
す
る
と
、
紹
介
業
者
か
ら
手
数

料
厶
服
1
料
、
習
賃
と
し
て
七
0
円
を
引
か
れ
、

楼
:
よ
り
は
、
衣
服
、
タ
ン
ス
な
ど
の
支
戚
料
と
し

て
一
0
0
円
を
引
か
れ
て
、
実
際
に
親
な
ど
の
手
に

渡
る
金
は
三
五
0
円
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
金
で
三

年
【
五
年
の
年
季
奉
公
で
、
廓
の
拘
禁
の
も
と
に
売

春
を
強
要
さ
れ
る
。
稼
ぎ
は
四
分
六
分
、
楼
主
四

分
、
娼
妓
六
分
で
あ
る
が
、
た
く
み
に
娼
妓
の
か
せ

ぎ
分
を
楼
主
が
吸
い
あ
げ
る
制
度
と
な
っ
て
い
て
、

病
気
、
事
故
も
か
ら
ん
で
、
借
金
が
か
さ
み
、
生
活

の
破
滅
に
い
た
る
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
『
下
屑

社
会
研
究
』
で
は
、
労
働
下
宿
に
つ
い
て
も
論
及
し

て
お
り
、
資
本
主
義
の
構
造
変
化
1
重
工
業
へ
の

傾
斜
の
な
か
で
、
工
場
、
士
木
請
負
師
と
結
託
し
て

所
要
の
労
働
者
を
供
給
し
て
い
る
。
宿
料
は
一
日
二

十
八
銭
t
三
十
五
銭
、
食
料
、
そ
の
他
の
取
扱
金
に

つ
い
て
五
歩
t
一
割
の
裂
を
と
る
。
十
五
日
以
内

に
退
宿
す
る
も
の
に
は
一
割
増
の
宿
料
を
と
る
。

は

じ
め
に
手
数
料
と
し
て
五
十
銭
を
と
り
、
の
ち
毎

日
、
賃
銀
の
五
歩
t
 
一
割
を
ヒ
ン
ハ
ネ
、
,
故
に
労

、ノ

働
者
は
如
何
に
勤
倹
す
る
も
錘
銭
一
文
も
貯
蓄
す
る

こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
.
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
こ

の
断
片
的
な
指
摘
の
な
か
に
も
、
労
働
力
市
場
、
働

く
貧
民
に
む
か
っ
て
、
寄
生
し
収
奪
す
る
九
め
に
は

り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
営
利
的
職
業
紹
介
の
ア
ミ
の
月
、

そ
れ
を
断
つ
こ
と
が
八
浜
竺
郎
の
希
求
で
あ
っ

た
。
八
浜
は
、
「
労
働
の
需
要
と
供
給
の
平
均
を
失

わ
ん
か
、
忽
ち
世
を
挙
げ
て
飢
餓
の
髪
に
陥
ら
し

む
し
と
考
え
、
こ
の
状
態
を
放
置
す
る
な
ら
ぱ
、
「
彼

等
は
自
暴
の
極
に
馳
せ
、
浮
浪
無
頼
の
徒
と
化
し

て
、
社
会
に
危
害
を
加
う
る
に
至
ら
ん
。
然
ら
ぱ
之

が
救
済
方
法
果
し
て
如
何
、
予
が
謂
ゆ
る
職
業
紹
介

の
必
要
茲
に
あ
り
」
と
主
張
し
九
。
八
浜
の
職
業
紹

介
の
定
義
は
「
自
己
の
労
力
若
し
く
は
知
力
を
ひ
さ

が
ん
事
を
欲
す
る
人
々
に
対
し
、
其
の
労
力
又
は
知

力
に
対
す
る
需
要
の
存
す
る
所
を
知
ら
し
む
る
行
為

一
切
を
云
う
し
と
の
べ
、
営
業
的
紹
介
制
麿
雇
主

又
は
労
働
組
合
に
よ
る
紹
介
制
度
、
慈
雷
体
、
公

共
団
体
、
国
家
の
設
立
に
ょ
る
紹
介
制
度
の
三
様
の

類
別
を
お
こ
な
い
、
木
李
は
、
こ
の
歴
史
、
ヨ
ー

ロ
ッ
。
八
の
事
情
、
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
も
詳
細
な

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
0
年
矣
正
9

に
「
職
業
紹
介
法
」
が
公
布
さ
れ
る
が
、
八
浜
の
主

張
や
実
践
が
、
営
利
的
職
業
紹
介
の
弊
害
除
去
へ
と

う
ど
く
う
え
で
の
貢
献
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
大
阪

地
方
職
業
紹
介
委
員
、
大
阪
府
失
業
防
止
委
員
な
ど

の
役
割
の
な
か
で
、
八
浜
の
努
力
は
継
続
さ
れ
る

が
、
的
確
で
、
詳
細
な
事
実
踏
査
に
も
と
づ
く
提
百

と
、
そ
の
背
後
に
う
ど
い
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
に
ょ
る
小
さ
き
披
後
の
も
の
へ
の
愛
に
ょ
る
実
践

が
、
彼
の
な
か
で
社
会
正
義
へ
の
訴
え
と
し
て
動
い
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同志社大学出版部新島襄(岡本著)

0新島嬰(魚木忠一著)

髪の掠奪(岩崎泰男訳) 0

ミルトン研究(越智文雄著) 0

同志社90年小史(同志社々史々料編集所編)

新島襄書簡集(編者代表・住谷悦治)

同志社大学一大学シリーズ(奥村芳太郎編)

新島襄(和田洋一)

イェスの生涯と思想(高橋虔)

憲法と平和(田畑忍)

人生、友情、学問(上野直蔵)

日本経済の源流(住谷悦治)
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教文館

0

0

0

0

0

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

八
浜
徳
三
郎
の
希
求
と
し
て
の
職
業
紹
介
の
領
域

は
、
「
職
業
安
定
法
L
 
を
は
じ
め
、
今
日
で
は
、
労

働
行
政
1
労
働
基
本
権
の
主
題
と
し
て
展
開
し
て

い
る
。
し
か
し
、
大
正
朔
に
あ
っ
て
は
、
社
会
事

業
、
と
く
に
経
済
保
護
事
業
の
領
域
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
。
明
治
三
0
年
代
以
降
の
急
速
な
賃
労
働
の

蓄
積
と
厚
生
的
労
働
関
係
の
し
く
み
の
な
か
で
、
ハ

浜
の
視
た
も
の
は
、
未
分
化
な
「
下
層
社
会
」
の
多

様
な
生
活
者
が
追
い
つ
め
ら
れ
、
不
当
な
収
奪
に
防

禦
の
手
段
も
な
く
さ
ら
さ
れ
て
い
る
姿
で
あ
っ
た
。

そ
の
焦
点
を
職
業
紹
介
に
し
ぽ
っ
て
、
そ
こ
に
D
底

辺
へ
の
志
"
を
つ
な
い
だ
の
が
八
浜
の
卓
見
で
も
あ

り
、
民
間
人
と
し
て
経
済
保
護
事
業
の
な
か
の
職
業

紹
介
の
開
拓
者
、
先
駆
者
と
な
っ
た
八
浜
の
鋭
い
人

権
感
覚
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
息
づ
い
て
い
る
。

「
福
祉
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
い
た
ず
ら
に
氾
濫
し
、

内
実
の
空
洞
化
す
る
時
代
に
、
私
た
ち
は
、
「
福
祉
」

の
思
想
や
制
度
形
成
の
歴
史
に
た
ち
か
え
っ
て
考
え

る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
同
志
社
一
0
0
年
の
学
統

の
な
か
に
も
、
こ
の
主
題
に
か
か
わ
る
事
柄
が
新
し

い
視
点
か
ら
の
検
討
を
も
と
め
て
い
る
。
八
浜
徳
三

郎
の
業
績
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
今
日
の
時
代
が

も
と
め
て
い
る
も
の
の
視
野
に
く
っ
き
り
と
入
っ
て

く
る
も
の
で
あ
る
し
、
今
後
に
お
い
て
も
、
資
料
の

発
掘
や
事
業
の
股
開
の
あ
と
づ
け
に
ょ
っ
て
確
認
す

べ
き
課
題
を
秘
め
た
人
物
と
い
え
よ
う
。

(
大
学
文
学
部
教
授
・
社
会
問
題
)

襄島新(末
意

)始
旨の

立
設

設
学

社
大
社
社、

同
百




