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寮
生
に
慕
わ
れ
た
女
性
を
偲
ぶ（
１
９
６
０
年
代
設
置
）

千
葉
●
こ
の
文
言
、
す
ぐ
に
は
読
め
ま
せ
ん
よ
ね
。

本
井
●
新
島
先
生
か
ら
こ
の
手
紙
を
貰
っ
た
横
田

安
止
や
す
た
だ

君
は
ち
ゃ
ん
と
読
め
ま
し
た
よ
。

千
葉
●
あ
っ
、こ
の
案
内
板
に
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。

本
井
●
最
近
、
造
り
ま
し
た
。
読
み
と
解
説
を
日
本

語
と
英
語
で
入
れ
て
。「
良
心
の
全
身
に
充
満
し
た

る
丈
夫
ま
す
ら
お

の
起
こ
り
来
た
ら
ん
こ
と
を
」望
ん
で
止や

ま

ざ
る
な
り
、
と
い
う
手
紙
の
一
節
を
拡
大
し
て
彫

っ
て
あ
り
ま
す
。

千
葉
●
「
丈
夫
」っ
て
男
性
で
す
ね
。

本
井
●
男
子
校
で
し
た
か
ら
、
当
時
は
。
新
島
は
日

本
を
よ
く
す
る
に
は
良
心
に
従
っ
て
行
動
で
き
る

青
年
を
育
成
す
る
こ
と
が
先
決
だ
、
と
信
じ
て
い

ま
し
た
。

今出川・新町キャンパスには、新島襄を始

めとする先人たちの足跡が多く残る。今回

は両キャンパスに点在する９つの石碑から

歴史をたどってみた。まずは正門を入って

すぐの「良心碑」からツアーは始まる。

千
葉
●
こ
ん
な
と
こ
に
碑
が
あ
る
な
ん
て
気
が
つ

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
井
●
A
T
M
と
東
門
に
挟
ま
れ
、し
か
も
鉄
扉
の

陰
で
す
か
ら
な
お
さ
ら
で
す
。
高
さ
も
50
セ
ン
チ
な

い
で
し
ょ
う
。

中
村
●
今
で
も
東
門
が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
の
に「
跡
碑
」

と
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

中
村
●
こ
こ
が
大
学
の
正
門
で
す
ね
。

本
井
●
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
碑
は
、
同
志
社
の

「
表
札
」で
す
ね
。「
良
心
教
育
」を
標
榜
す
る
大
学

に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。

中
村
●
京
田
辺
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

本
井
●
京
田
辺
校
地
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
新
島
の

母
校
、フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
を
含
め
て
日
米

両
国
で
あ
わ
せ
て
６
本
（
※
脚
注
）も
あ
り
ま
す
。

新
島
の
石
碑
と
し
て
は
一
番
多
い
、
だ
か
ら
一
番
有

名
で
す
よ
。

本
井
●
そ
の
通
り
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
裏
面
に
隠

さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
裏
の
方
が
大
事
な
ん
で
す

よ
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
て
…
。

千
葉
●
「
野
崎
昌
さ
ん
を
偲し
の

ん
で
」と
あ
り
ま
す
。

野
崎
さ
ん
？

本
井
●
誰
も
知
ら
ん
で
し
ょ
う
ね
、
今
で
は
。
か
つ

て
こ
こ
に
は
門
衛
所
が
あ
っ
て
、
野
崎
さ
ん
と
い
う

女
性
が
住
み
込
み
で
、
戦
前
18
年
間
に
わ
た
っ
て
受

付
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
寮
生
に
と
っ
て

は
母
親
代
わ
り
の
存
在
で
、「
野
崎
の
お
ば
さ
ん
」っ

て
呼
ば
れ
て
す
ご
く
慕
わ
れ
た
よ
う
で
す
ね
。

中
村
●
ま
る
で
明
治
の
名
物
用
務
員
、「
五
平
さ
ん
」

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
ね
。

本
井
●
当
時
は
学
内
に
い
く
つ
も
寮
が
あ
り
ま
し

た
か
ら
。
親
元
を
離
れ
て
生
活
し
て
い
る
寮
生
に
は

野
崎
さ
ん
は
心
強
い
存
在
だ
っ
た
は
ず
で
す
よ
。

千
葉
●
そ
ん
な
に
多
く
の
学
生
が
キ
ャ
ン
パ
ス
で
生

活
し
て
い
た
の
で
す
か
。

本
井
●
寮
は
同
志
社
に
と
っ
て
は
大
事
な「
教
室
」

で
し
た
か
ら
。
野
崎
さ
ん
は
退
職
さ
れ
た
翌
年
の

１
９
４
３
年
、
鎌
倉
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

中
村
●
そ
れ
に
し
て
も
無
名
の
人
の
碑
を
キ
ャ
ン
パ
ス

2

※今出川、京田辺、同志社香里中・高（大阪府寝屋川市）、群
馬県高崎市（高崎自然道）、群馬県安中市（新島学園）、そして
アンドーヴァー（アメリカ・マサチューセッツ州）、の6箇所。

本井 康博
【同志社社史資料室】

中村 圭介さん
【大学院総合政策科学研究科
博士課程（前期課程）2年次生】

千葉 真弓さん
【文学部文化学科
国文学専攻4年次生】

新島襄研究の第一人者。

著書は『現代語で読む新

島襄』（共編、2000年）、『京

都のキリスト教』（1998年）

『新島襄全集を読む』（共

編、2002年）『同志社山脈』

（共編、2002年）『新島襄と

徳富蘇峰』（2002年）他。

今出川キャンパスツアーの学生

ガイドとして、キャンパス内の重

要文化財等を案内している。「同

志社の歴史については広く調べ

ているが、キャンパス内の碑につ

いては知らないこともあり、理解

を深めたい」と、今回参加。

ガイド歴１年半。

新島襄の精神に惹かれて社

会人入学したという千葉さん

も、学生ガイドを務めている。

「ふだんから資料を調べて知

識蓄積に努力していますが、

同志社の歴史を、もっと詳しく

知りたいです」とのこと。

ガイド歴１年。

ツアー参加者

案　内　人

良
心
碑

特　集

同
志
社
の
”表
札
“（
１
９
４
０
年
設
置
）

同
志
社
東
門
跡
碑
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3

二
寮
は
今
出
川
か
ら
追
わ
れ
る
よ
う
な
形
で
あ
そ

こ
に
移
築
さ
れ
ま
す
。
１
９
７
１
年
の
こ
と
で
す
。

千
葉
●
何
に
使
っ
た
ん
で
す
か
。

本
井
●
も
ち
ろ
ん
無
人
の
施
設
で
す
よ
、
誰
も
い

な
い
校
地
で
す
か
ら
。
あ
え
て
言
え
ば「
文
化
財
」

保
存
の
た
め
の
当
面
の
処
置
、で
し
ょ
う
。

千
葉
●
で
は
、
今
は
…
。

本
井
●
解
体
さ
れ
て
大
学
の
京
田
辺
校
地
に
資
材

が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
島
に
ま
つ
わ
る
有
名
な

「
自
責
の
杖
」事
件
が
起
き
た
現
場
で
も
あ
り
、
と

に
か
く
歴
史
的
な
建
物
で
す
か
ら
、
同
志
社
指
定

・
・
・
・
・

の「
重
要
文
化
財
」と
し
て
ぜ
ひ
復
元
し
た
い
で
す

ね
、で
き
れ
ば
今
出
川
に
里
帰
り
さ
せ
て
。

中
村
●
寮
以
外
に
当
時
の
校
舎
の
跡
碑
は
な
い
の

で
す
か
。

本
井
●
初
期
は
寮
が
校
舎
な
ん
で
す
。
一
階
が
教

室
、
二
階
が
寮
室
。
つ
ま
り
寮
の
中
に
学
校
が
あ

る
、
と
言
え
る
ほ
ど
の「
寄
宿
舎
学
校
」と
し
て
同

志
社
は
始
ま
っ
た
。
24
時
間
の
人
格
形
成
教
育
を
や

り
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

中
村
●
こ
ん
な
裏
通
り
と
門
、
普
段
は
ま
ず
通
り

ま
せ
ん
。
向
か
い
は
ア
ー
モ
ス
ト
館
の
入
口
で
す
ね
。

本
井
●
こ
れ
は
碑
だ
け
で
な
く
、こ
の
樹
も
大
事
な

ん
で
す
よ
。

千
葉
●
大
き
い
で
す
ね
。
何
の
樹
で
す
か
。

本
井
●
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
、で
す
。
今
出
川
に
は
あ
と

二
本
あ
り
ま
す
か
ら
探
し
て
見
て
く
だ
さ
い
。
榊
さ
か
き

の
一
種
で
、い
わ
ば

神
木
で
す
。
学
内
の

案
内
板
に
も「
枝
葉

を
神
事
に
用
い
る
」

に
建
て
る
、と
い
う
の
は
い
か
に
も
同
志
社
ら
し
い
…
。

本
井
●
立
案
者
は
生
島
い
く
し
ま

吉
造
庶
務
部
長（
１
９
６
８

年
か
ら
同
志
社
香
里
中
・
高
校
長
）で
、住
谷
悦
治
総

長
の
同
意
を
得
て
、実
現
し
た
の
で
す
。
揮
毫
さ
れ
た

住
谷
総
長
は
、設
置
は
理
事
会
に
か
け
ず
に「
二
人
で

決
め
た
」と
か
、裏
面
が
主
目
的
で
表
面
の
文
言
は

「
口
実
だ
っ
た
」、と
証
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
井
●
第
二
寮
と
い
う

の
は
こ
の
校
地
最
初
の

建
物
。
も
ち
ろ
ん
木
造

で
す
。
１
８
９
２
年
ま

で
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

千
葉
●M

.O
K
A
D
A

と

彫
っ
て
あ
り
ま
す
が
…
。

本
井
●
第
一
期
卒
業
生
の
岡
田
松
生
ま
つ
お

で
し
ょ
う
か
。

い
わ
ゆ
る「
熊
本
バ
ン
ド
」の
一
人
で
、
彼
ら
が
熊
本

洋
学
校
か
ら
や
っ
て
来
た
時
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
寮
が

竣
工
し
て
い
ま
す
。

中
村
●
第
二
寮
と
あ
る
以
上
、
第
一
寮
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

本
井
●
も
ち
ろ
ん
。
第
二
寮
と
同
時
、
つ
ま
り

１
８
７
６
年
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
石
碑

も
こ
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
第
二
寮

だ
け
が
そ
の
後
も
移
転
、
改
修
を
繰
り
返
し
て
、

生
き
な
が
ら
え
る
。
そ
し
て
、
最
後
は
な
ん
と
京

田
辺
校
地
に
ま
で
流
れ
て
行
き
ま
す
。

中
村
●
京
田
辺
校
地
の
購
入
は
そ
ん
な
に
古
い
話

で
は
な
い
で
す
ね
。

本
井
●
そ
う
で
す
。
国
際
高
校
が
１
９
８
０
年

に
新
設
さ
れ
、つ
い
で
大
学
、
女
子
大
の
一
部

が
開
校
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
第

と
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
て
ま
す
よ
。

中
村
●
つ
ま
り
神
社
に
合
う
樹
で
す
ね
。
神
木
と

知
り
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
校
地
に
植
え
た
ん
で
す
か
。

本
井
●
第
二
次
世
界
大
戦
の
悲
し
い「
遺
産
」で
す

よ
、こ
れ
は
。
１
９
４
３
年
の「
学
徒
出
陣
」の
際
、

無
事
の
生
還
を
願
っ
て
、
出
征
す
る
学
生
た
ち
が
植

樹
し
た
時
の
碑
で
す
。
横
面
に「
厚
生
学
専
攻
第
二

回
卒
業
生
植
樹
」と
あ
り
ま
す
。

千
葉
●
同
大
生
も
出
陣
し
た
ん
で
す
か
。

本
井
●
君
た
ち
の
先
輩
が
ね
。
戦
地
に
赴
く
学
生

た
ち
は
、
同
志
社
に
学
ん
だ
証
が
ほ
し
か
っ
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。
京
都
の
植
物
園
の
技
師
が
学
生
た
ち

の
そ
う
し
た
気
持
ち
を
汲
ん
で
、こ
れ
を
記
念
樹
に

選
定
し
て
わ
ざ
わ
ざ
園
か
ら
掘
り
上
げ
て
く
れ
た

そ
う
で
す
よ
。
同
志
社
か
ら
戦
死
者
も
出
ま
し
た
。そ

れ
だ
け
に
小
さ
な
碑
だ
が
内
容
は
重
い
、と
言
う
べ
き

で
す
ね
。
揮
毫
は
竹
中
勝
男
教
授（
文
学
部
）で
す
。

本
井
●
こ
れ
は
比
較
的

新
し
く
、
ま
だ
８
年
し

か
経
っ
て
い
ま
せ
ん
。

千
葉
●
前
か
ら
こ
こ
に

あ
る
よ
う
な
雰
囲
気
で

す
が
…
。

本
井
●
最
近
で
は
、
築

63
年
の「
良
心
碑
」を
抜

い
て
、
人
気
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
す
ね
。
見
学
者
も
多

い
。
さ
す
が
韓
国
を
代
表
す
る
詩
人
で
す
ね
。

千
葉
●
時
々
、
花
束
が
供
え
て
あ
り
ま
す
よ
。

本
井
●
尹
東
柱
さ
ん
は
戦
前
の
同
志
社
留
学
生
で
、

ハ
ン
グ
ル
で
詩
を
書
い
た
こ
と
が
治
安
維
持
法
違
反

と
み
な
さ
れ
て
逮
捕
さ
れ
、
敗
戦
直
前
に
福
岡
刑

第
二
寮
跡
碑

今
出
川
校
地
最
初
の
建
造
物（
設
置
年
不
明
）

出
陣
記
念
植
樹
碑

第
二
次
世
界
大
戦
の
悲
し
い
遺
産（
１
９
４
３
年
）

尹
東
柱
詩
碑

留
学
生
だ
っ
た
韓
国
の
有
名
詩
人
の
碑（
１
９
９
５
年
）

ユ
ン
　
ド
ン
　
ジ
ュ

特　集
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中
村
●
こ
の
漢
詩
は
卒
業
生
の
深
井
英
五
の
た
め

に
書
い
た
も
の
で
す
ね
。

本
井
●
よ
く
知
っ
て
ま
す
ね
。
後
に
日
銀
総
裁
に
な

っ
た
人
で
す
。
新
島
は
同
郷
人
で
も
あ
る
彼
の
た

め
に「
真
理
は
寒
梅
の
似ご
と

し
。
敢あ

え
て
風
雪
を
侵お
か

し

て
開
く
」と
書
き
贈
っ
た
の
で
す
。
私
も
大
好
き
な

詩
で
す
。

千
葉
●
梅
の
よ
う
に
ひ
そ
や
か
に
、と
い
う
新
島
先

生
の
生
き
方
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
ね
。

本
井
●
謙
遜
、
地
味
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、「
敢

え
て
」逆
境
や
大
勢
た
い
せ
い

に
立
ち
向
か
う
、
あ
る
い
は
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
勇
気
と
姿

勢
、そ
う
し
た
気
迫
が
感
じ
取
れ
ま
す
ね
。

中
村
●
キ
ャ
ン
パ
ス
の
一
等
地
に
あ
り
な
が
ら
案

外
、
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

本
井
●
生
垣
の
陰
で
あ
る
う
え
に
石
の
文
様
の
た

め
に
文
字
が
読
み
取
り
に
く
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ

れ
に
説
明
や
案
内
版
も
あ
り
ま
せ
ん
し
。
同
志
社

創
立
１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
同
志
社
中
学
校
の

同
窓
会
が
設
置
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
も
う
築
28

年
に
な
り
ま
す
。

中
村
●
新
島
先
生
の
自
筆
を
碑
に
し
た
の
は
良
心

碑
と
こ
れ
だ
け
で
す
か
。

本
井
●
も
う
ひ
と
つ
、「
和
気
わ

き

満
堂
」（
１
９
６
５
年

設
置
）…「
和
気
、
堂
に
満
つ
」…
が
あ
り
ま
す
よ
、

今
、
工
事
中
の
大
学
会
館
の
敷
地
に
。
こ
れ
の
レ
プ

リ
カ
が
総
長
室
に
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し

て
も
新
島
の
碑
の
数
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
銅
像
と
な
る
と
、
小
さ
な
胸
像
程
度
で
す
ね
。

早
稲
田
の
大
隈
重
信
の
よ
う
な
立
派
な
も
の
を
キ

ャ
ン
パ
ス
、し
か
も
屋
外
に
据
え
る
こ
と
は
、キ
リ
ス

ト
者
や
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
に
は
似
つ
か
わ
し
く

な
い
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
と
違

っ
て
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
像
を
刻
む
こ
と
に
抵
抗
感

務
所
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。碑
は
同
志
社
校
友
会

コ
リ
ア
ク
ラ
ブ
が
永
眠
50
周
年
記
念
日
を
選
ん
で
、

建
て
た
も
の
で
す
。

中
村
●
ハ
ン
グ
ル
と
日
本
語
で
彫
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。

本
井
●
ハ
ン
グ
ル
の
方
は
代
表
作
の「
序
詩
」を
自

筆
原
稿
そ
の
ま
ま
に
彫
っ
て
い
ま
す
。

中
村
●
新
島
の「
良
心
」思
想
に
も
通
じ
る
傑
作
で

す
ね
。
韓
国
で
は
大
変
人
気
の
あ
る
国
民
的
詩
人

ら
し
い
で
す
ね
。

本
井
●
そ
う
で
す
。「
韓
国
の
石
川
啄
木
」と
い
う
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
新
島
自
身
が
留
学
生
と
し
て
か

つ
て
ア
メ
リ
カ
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
お

返
し
」の
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
、
同
志
社
は
。
戦
前

か
ら
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
多
か
っ
た
で
す
よ
。

千
葉
●
最
近
で
は
中
国
か
ら
の
留
学
生
も
目
立
ち

ま
す
ね
。

本
井
●
同
志
社
の
卒
業
生
の
碑
が
ほ
と
ん
ど
な
い

中
で
留
学
生
の
碑
が
あ
る
、と
い
う
の
も
い
か
に
も

同
志
社
ら
し
い
。

千
葉
●
そ
れ
だ
け
国
際
親
善
が
強
調
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
今
後
と
も
交
流
が
ど
ん

ど
ん
と
深
ま
る
と
い
い
で
す
ね
。

千
葉
●
新
島
先
生
は

梅
が
お
好
き
な
ん
で

す
ね
。

本
井
●
チ
ャ
ペ
ル
の
前

も
梅
だ
し
ね
。
日
本

の
学
校
に
し
て
は
同

志
社
は
比
較
的
桜
が

少
な
い
学
園
の
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

●良心碑（1940年設置）
●同志社東門跡碑（１９６０年代）
●第二寮跡碑（設置年不明）

●出陣記念植樹碑（１９４３年）
●尹東柱詩碑（１９９５年）
●寒梅碑（１９７５年）
●一粒の麦碑（１９７６年）
●薩摩藩邸跡碑（１９６８年）
●近衛家旧邸址碑（１９１８年）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

碑めぐりツアーマップ

寒
梅
碑

数
少
な
い
、
新
島
襄
自
筆
の
詩
碑（
１
９
７
５
年
）

※クラーク記念館の保存修理工事の為、
現在一時的に撤去しています。
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5

が
あ
る
よ
う
で
す
。

本
井
●
こ
こ
は
今
の
図
書
館（
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
）

が
建
つ
前
に
商
高（
同
志
社
商
業
高
等
学
校
）が
あ

っ
た
場
所
で
す
。１
９
７
６
年
に
廃
校
と
な
っ
た
時
、

記
念
に
こ
の
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
似
た
よ
う

な
碑
に「
教
養
学
部
解
散
記
念
」碑
が
明
徳
館
前
に

あ
り
ま
す
。

千
葉
●
商
高
は
主
と
し
て
勤
労
生
徒
の
夜
間
高
校

で
し
た
ね
。

本
井
●
１
９
４
８
年
の
開
校
で
す
か
ら
30
年
近
く

続
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

千
葉
●
私
も
短
大
を
出
て
か
ら
、
一
度
就
職
し
た

経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
大
勢
の
生
徒
が
働
き
な

が
ら
こ
こ
で
一
生
懸
命
に
学
ん
だ
と
思
う
と
、ひ
と

ご
と
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
こ
の
碑
の
謂い
わ

れ
を
知
っ
て
、

胸
に
ジ
ー
ン
と
来
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
以
前
は
何

か
の
碑
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
認
識
で
し
た
か
ら
。

本
井
●
た
し
か
に「
一
粒
の
麦
」と
い
う
碑
文
だ
け

で
は
、
な
か
な
か
碑
の
由
来
や
意
味
は
汲
み
取
れ

ま
せ
ん
ね
。
こ
れ
は
聖
書
の
一
節
で
、「
一
粒
の
麦

は
地
に
落
ち
て
死
な
な
け
れ
ば
一
粒
の
ま
ま
で
あ

る
。
だ
が
、
死
ね
ば
多
く
の
実
を
結
ぶ
」（
ヨ
ハ
ネ
に

よ
る
福
音
書
12：

24
）か
ら
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

千
葉
●
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。

本
井
●
新
島
の
葬
儀
の
時

も
小
崎
こ
ざ
き

弘
道（
後
に
２
代
目

総
長
）が
告
別
説
教
で
こ
れ

を
テ
キ
ス
ト
に
引
い
て
恩

師
の
死
を
悼
ん
で
い
ま
す

ね
。
つ
ま
り
、「
一
粒
の
麦
」

の
死
は
命
に
繋
が
る
死
で

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
無
意
味
で
は
な
い
、
と
の
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
碑
文
は
上
野
直
蔵
総
長

の
筆
で
す
。

本
井
●
こ
の
西
門
に
し
も
ん

は
、１
９
８
１
年
の
地
下
鉄
の
開

業
以
来
、
完
全
に
同
志
社
の「
西
門
せ
い
も
ん

」(

玄
関)

に
な

り
ま
し
た
ね
。
そ
の
結
果「
薩
摩
藩
邸
跡
碑
」が
正

門
の「
良
心
碑
」に
代
わ
っ
て
同
志
社
の「
表
札
」に

な
っ
て
き
た
感
が
あ
り
ま
す
。

中
村
●
薩
摩
藩
邸
と
言
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
の
で

す
が
…
。

本
井
●
薩
長
同
盟
が
結
ば
れ
た
歴
史
的
ス
ポ
ッ
ト
、

と
言
え
ば
、
少
し
は
イ
メ
ー
ジ
が
沸
き
ま
す
か
。

１
８
６
６
年
に
坂
本
竜
馬
の
仲
立
ち
で
、
西
郷
隆

盛
、
大
久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
ら
が
結
ん
だ
同
盟
で

す
。
教
科
書
は
も

ち
ろ
ん
司
馬
遼
太

郎
の『
竜
馬
が
ゆ

く
』に
も
登
場
し

ま
す
。
司
馬
さ
ん

は「
今
は
同
志
社

大
学
の
敷
地
」と
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
く
れ
て
ま
す
よ
。

中
村
●
そ
の
意
味
で
は
、こ
れ
は
歴
史
的
に
は
大
変

メ
ジ
ャ
ー
な
碑
な
ん
で
す
よ
ね
。

本
井
●
だ
か
ら
こ
れ
だ
け
は
京
都
市
が
建
て
て
い

ま
す
。
明
治
維
新
の
方
向
が
こ
こ
で
ほ
ぼ
決
定
し
た

の
で
す
か
ら
。

千
葉
●
そ
れ
が
ど
う
し
て
同
志
社
の
校
地
に
…
。

本
井
●
山
本
覚
馬
か
く
ま

と
い
う
京
都
府
顧
問
が
、維
新
後

に
入
手
し
て
い
た
の
を
新
島
に
譲
っ
て
く
れ
た
か
ら
で

す
。
同
志
社
は
法
的
に
は
新
島
と
山
本
の
ふ
た
り
が

発
起
人
と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
学
校
で
す
。
た
だ
、薩

摩
藩
か
ら
山
本
へ
土
地
が
渡
っ
た
経
緯
は
不
明
で
す
。

中
村
●
竜
馬
が
出
入
り
し
た
同
じ
場
所
に
自
分
た

ち
も
こ
う
し
て
出
入
り
し
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、不

思
議
な
気
が
し
ま
す
ね
。

本
井
●
薩
摩
藩
邸
以
後
、
同
志
社
は
冷
泉
れ
い
ぜ
い

家
を
除

く
公
家
く

げ

屋
敷
を
次
々
と
買
収
し
て
、校
地
を
拡
張
し

て
き
た
の
で
す
が
、そ
の
名
残
と
し
て
、公
家
屋
敷
に

あ
っ
た「
桃
」の
鬼
瓦
が
今
で
も
同
志
社
の
瓦
屋
根
に

乗
っ
か
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
よ
。「
同
志
社
と

桃
」。こ
れ
は「
同
志
社
と
神
木
」の
組
み
合
わ
せ
と

同
様
に
や
や
ミ
ス
マ
ッ
チ
め
い
て
い
ま
す
が
、同
志
社

の
懐
の
深
さ
、
と
言
え

な
く
も
な
い
。
桃
は
石

碑
で
は
な
い
の
で
、場
所

や
謂い
わ

れ
は
今
日
の
番
外

編
と
し
て
宿
題
！

千
葉
●
新
町
校
地
は
、
室
町
幕
府
の
あ
っ
た
所
な
ん

で
す
か
。

本
井
●
い
わ
ゆ
る「
花
の
御
所
」で
す
よ
。
最
近
、大

学
会
館
の
建
替
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
で
そ
の
遺

一
粒
の
麦
碑

勤
労
生
徒
へ
の
思
い
を
聖
書
の
一
節
に
託
す（
１
９
７
６
年
）

薩
摩
藩
邸
跡
碑

薩
長
同
盟
は
こ
の
地
で
結
ば
れ
た（
１
９
６
８
年
）

近
衛
家
旧
邸
址
碑

新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
由
来
を
刻
む（
１
９
１
８
年
）

特　集
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河
中
●
梅
内
さ
ん
は
青
森
出
身
だ
そ
う
で
す
ね
。

梅
内
●
え
え
、
八
戸
市
で
す
。
中
学
生
の
頃
、
家
族

旅
行
で
京
都
に
来
た
こ
と
が
あ
り
、町
並
み
や
古
い

お
寺
に
惹
か
れ
ま
し
た
。
青
森
県
か
ら
東
京
を
飛
び

越
え
て
関
西
圏
の
大
学
に
進
学
す
る
人
は
多
く
な

い
の
で
す
が
、
私
は
伝
統
あ
る
同
志
社
の
イ
メ
ー
ジ

に
憧
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

河
中
●
旅
行
で
来
ら
れ
た
の
と
生
活
す
る
の
と
で
は
、

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
の
で
は
？

梅
内
●
言
葉
に
は
な
か
な
か
慣
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

関
西
弁
を
真
似
し
よ
う
と
し
て
も
友
人
か
ら
は「
あ

か
ん
」っ
て（
笑
）。
南
部
弁
の
訛
り
も
直
ら
な
か
っ
た

し
。
ま
た
気
候
の
違
い
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
盆
地
特

有
の
夏
暑
く
、冬
は
寒
い
。
八
戸
の
凍
る
よ
う
な
寒

さ
と
は
違
う
、足
首
を
掴
ま
れ
る
よ
う
な
、底
冷
え

の
寒
さ
に
は
参
り
ま
し
た
。

河
中
●
ク
ラ
ブ
活
動
は
何
か
さ
れ
ま
し
た
か
？

梅
内
●
古
美
術
研
究
会
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
神
社

仏
閣
巡
り
や
美
術
鑑
賞
が
好
き
な
ん
で
す
。
一
つ
の

空
間
が
長
い
時
間
保
た
れ
て
い
て
、維
持
す
る
人
が

い
て
、訪
れ
る
と
、何
か
し
ら
日
常
と
は
違
う
感
覚
に

な
れ
ま
す
。
安
ら
ぎ
を
覚
え
た
り
、世
間
の
喧
噪
か

ら
離
れ
て
自
分
の
世
界
に
入
っ
て
い
け
ま
す
よ
ね
。
ま

た
、仏
像
や
襖
絵
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、そ
こ
に
込

め
ら
れ
た
も
の
の
雰
囲
気
が
立
ち
上
が
っ
て
来
る
の

で
す
。
学
生
ガ
イ
ド
と
し
て
相
国
寺
や
知
恩
院
に
も

行
き
ま
し
た
よ
。

河
中
●
そ
の
頃
す
で
に
短
歌
は
…
？

梅
内
●
え
え
、知
り
合
い
を
通
じ
て
京
大
短
歌
会
に

入
っ
て
詠
ん
で
い
ま
し
た
。

河
中
●
僕
は
文
学
研
究
会
に
入
っ
て
お
り
、小
説
を

書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、小
説
や
散
文
詩
な

ど
数
あ
る
表
現
方
法
の
中
で
、な
ぜ
短
歌
だ
っ
た
の

で
す
か
？

梅
内
●
初
め
て
短
歌
に
触
れ
、詠
ん
だ
の
は
小
学
校

４
年
生
で
し
た
。
五
七
五
七
七
と
い
う
形
だ
け
を
教

わ
り
、苦
労
し
て
言
葉
を
詰
め
込
ん
で
い
た
の
で
す

が
、あ
る
と
き
、自
分
の
思
い
が
そ
の
ま
ま
、五
七
五

七
七
の
定
型
に
素
直
に
乗
っ
た
の
で
す
。
初
め
て
短
歌

を
詠
ん
だ
と
い
う
実
感
が
あ
り
、先
生
に
も
誉
め
ら

れ
た
の
が「
夕
や
け
の
空
の
上
に
は
う
ろ
こ
雲
も
う

秋
だ
よ
と
風
が
お
し
え
る
」と
い
う
歌
で
し
た
。
詰
め

込
む
だ
け
と
思
っ
て
い
た
短
歌
が
そ
う
で
は
な
く
、か

た
ち
を
利
用
し
て
自
分
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
、幼

い
な
が
ら
も
気
付
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
に
古
く

さ
い
も
の
で
は
な
い
ん
だ
と
。
ま
た
高
校
時
代
は
寺

山
修
司
の
作
品
に
触
れ
ま
し
た
。
先
生
か
ら
教
わ
っ

た
の
と
は
違
う
世
界
、み
ず
み
ず
し
い
恋
の
歌
や
前

衛
的
な
作
品
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
高
校
３
年
生

の
と
き
俵
万
智
さ
ん
の『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』が
ブ
ー
ム

に
な
り
、私
も
心
酔
し
、あ
こ
が
れ
ま
し
た
。
古
く
さ

く
な
い
言
葉
で
、日
本
語
の
リ
ズ
ム
や
優
し
い
響
き
を

保
ち
つ
つ
詠
む
、そ
う
い
う
作
品
を
私
も
詠
み
た
い
な

と
思
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

河
中
●
僕
も
歌
集
な
ど
を
読
む
と
感
服
す
る
の
で

す
が
、い
ざ
詠
む
段
に
な
る
と
ど
う
し
て
も
…
。
梅
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内
さ
ん
に
は
、短
歌
の
定
型
が
ぴ
た
り
と
来
る
感
覚

が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

梅
内
●
今
で
も
苦
労
は
あ
り
ま
す
よ
。
散
文
的
に
な

っ
た
り
、言
葉
の
省
略
が
で
き
な
か
っ
た
り
。
そ
う
い

う
時
は
定
型
の
束
縛
の
よ
う
な
も
の
は
感
じ
ま
す
。

で
も
決
め
ら
れ
た
か
た
ち
、言
葉
の
数
と
リ
ズ
ム
に
、

思
い
を
乗
せ
て
構
築
す
る
作
業
は
、す
ご
く
楽
し
い

で
す
。
私
は
茶
道
を
習
っ
て
い
る
の
で
す
が
、お
点
前

の
順
番
を
覚
え
る
ま
で
は
苦
労
す
る
ん
で
す
。
で
も

慣
れ
て
く
る
と
、お
茶
碗
を
温
め
る
時
間
な
ど
、お

茶
を
差
し
上
げ
る
お
客
様
の
こ

と
や
季
節
を
考
え
な
が
ら
、も
て

な
し
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に

気
づ
き
ま
し
た
。
あ
る
型
を
習
得

し
た
上
で
自
分
の
伝
え
た
い
こ
と

を
表
現
す
る
余
地
も
あ
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
え
た
の
で
す
。

河
中
●
定
型
で
表
現
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
ま
た
別
の
面
か
ら
お

も
し
ろ
さ
を
捉
え
ら
れ
た
の
で
す

ね
。
そ
れ
に
し
て
も
短
歌
は
読
む

人
に
よ
っ
て
、解
釈
の
幅
は
大
き

い
で
す
よ
ね
。

梅
内
●
そ
う
で
す
ね
、言
葉
に
制
限
が
あ
る
し
、省

略
も
多
い
で
す
か
ら
。
で
も
い
ろ
ん
な
解
釈
を
さ
れ

て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。こ
の
歌
の
上
の
句
に
惹
か
れ

た
、下
の
句
に
惹
か
れ
た
、こ
の
一
語
に
惹
か
れ
た
…

人
そ
れ
ぞ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
し
、こ
う
い
う
景
色

が
見
え
た
と
か
、似
た
よ
う

な
経
験
を
し
た
と
か
、感
じ

る
と
こ
ろ
は
な
ん
で
も
い
い

ん
で
す
。
た
だ
、そ
の
歌
を

詠
ん
だ
人
、つ
ま
り
作
者
の

刻
印
の
よ
う
な
も
の
が
な
け

れ
ば
、そ
こ
ま
で
感
じ
て
は
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、私
は
短
歌
に
生
命
感
を
刻
印
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

河
中
●
刻
印
と
い
う
の
は
ど
こ
に
現
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
社
会
問
題
を
詠
ん
だ
短
歌
や
、メ
ッ
セ
ー
ジ
色

の
強
い
短
歌
に
は
そ
れ
が
現
れ
や
す
い
よ
う
に
思
う

の
で
す
が
。

梅
内
●
私
は
、メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
も
、た
だ
自

分
の
思
い
や
感
じ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
い
の
で
す
。

私
の
短
歌
を
読
ん
で
く
れ
る
人
が
い
て
、共
感
し
て

も
ら
え
る
喜
び
が
あ
っ
て
、ま
た
詠

む
行
為
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私
の

短
歌
を
読
ん
で
、読
み
手
の
な
か

に
何
か
イ
メ
ー
ジ
や
思
い
が
立
ち

上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
…
私
の
名

前
を
忘
れ
て
も
い
い
か
ら
、
自
分

の
息
づ
か
い
や
存
在
感
が
伝
わ
れ

ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
中
●
小
説
を
書
い
て
い
て
も
、

納
得
の
い
く
表
現
っ
て
難
し
い
で

す
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
も
、

本
当
に
伝
え
た
い
言
葉
の
何
分

の
一
し
か
表
現
で
き
ま
せ
ん
。

梅
内
●
色
々
な
表
現
の
幅
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
例
え

ば「
切
な
い
」こ
と
を
散
文
で
原
稿
用
紙
50
枚
に
す
る

場
合
と
、短
歌
で
31
音
に
す
る
場
合
と
。
私
は
31
音

で
表
し
た
い
か
ら
、た
く
さ
ん
の
言
葉
や
場
面
か
ら
あ

る
一
部
分
を
凝
縮
し
て
い
く
。
そ
の
一
部
分
を
見
極

め
る
ま
で
何
回
も
何
回
も
言
葉
を
選
び
ま
す
。
短
い

言
葉
の
中
で
切
な
さ
の
度
合
い
、奥
行
き
を
追
い
か

け
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。で
も
、伝
え
き
れ
な

い
こ
と
は
ど
う
し
て
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
そ

れ
で
構
わ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
伝
わ
ら
な
く
て
も
、

も
っ
と
伝
わ
る
ま
で
書
く
と
い
う
気
持
ち
が
大
事
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
の
数
は
膨
大
な
の
で
、

ど
ん
な
言
葉
を
当
て
は
め
て
も
切
な
さ
は
表
現
で
き

る
け
れ
ど
、自
分
が
求
め
る「
切
な
さ
」が
一
首
に
な

る
ま
で
繰
り
返
し
繰
り
返
し
詠
ん
で
い
く
…
そ
れ
し

か
な
い
か
な
、と
思
い
ま
す
。

河
中
●
そ
れ
が
辛
く
て
、短
歌
を
詠
む
の
を
や
め
よ

う
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
。

梅
内
●
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
た
り
、
批
評
が
あ
ま
り
に

も
厳
し
か
っ
た
り
し
て
、
自
分
に
は
才
能
が
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、

他
の
方
の
歌
集
や
句
集
を
読
む
と
、
す
ぐ「
あ
ー
詠

み
た
い
な
」に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
本
を
読
ん
で
い

た
だ
い
た
方
か
ら
感
想
の
お
葉
書
を
い
た
だ
く
と

必
ず
一
首
か
ら
数
首
、
書
き
写
し
て
下
さ
い
ま
す
。

そ
の
時
間
を
私
の
歌
の
た
め
に
割
い
て
下
さ
っ
て
…

と
思
う
と
嬉
し
い
で
す
。
読
者
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ

る
こ
と
は
多
い
で
す
ね
。

河
中
●
梅
内
さ
ん
は
、短
歌
が
純
粋
に
好
き
だ
か
ら
、

な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
僕
は
自
分
が
書
い
た
小
説
が
友
人

な
ど
に
理
解
さ
れ
な
い
と
、怒
り
な
が
ら
伏
線
の
説

明
を
し
た
り
し
ま
す（
笑
）。
も
っ
と
修
練
し
な
い
と
い

け
な
い
で
す
ね
。
梅
内
さ
ん
は
短
歌
を
詠
む
う
え
で
、

こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
理
想
の
姿
は
あ
り
ま
す
か
？

梅
内
●
そ
れ
は
ま
だ
考
え
て
い
な
い
で
す
け
ど
…
去

年
、あ
る
短
歌
雑
誌
に
書
い
た
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
ん

で
す
。
天
気
、温
度
、湿
度
、色
合
い
、そ
れ
に
自
分

が
現
在
、日
本
の
ど
こ
に
い
て
、こ
の
ビ
ル
の
こ
の
部
屋

に
い
ま
す
っ
て
い
う
の
は
、映
像
で
も
表
現
で
き
ま
す
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よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
短
歌
の
短
い
詩
形
で
写
し

取
る
こ
と
は
す
ご
く
難
し
い
の
で
す
が
、そ
の
難
し
い

こ
と
を
な
ん
と
か
や
り
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、と
。

河
中
●
自
分
の
存
在
を
俯
瞰
し
よ
う
と
す
る
、と
い

う
こ
と
で
す
か
？

梅
内
●
え
え
、そ
う
し
な
い
と
、視
野
が
狭
く
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
こ
に
あ
る
も
の
だ
け
を
見
る
の
で
は
な

く
、色
々
と
視
点
を
変
え
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
自

分
の
思
い
だ
け
で
な
く
、そ
の
周
り
に
あ
る
も
の
も

写
し
取
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
中
●
な
る
ほ
ど
、参
考
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、

文
芸
界
で
は「
Ｊ
文
学
」と
い
っ
た
動
き
も
あ
り
ま
す

が
、短
歌
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考

え
で
す
か
。

梅
内
●
今
年
の
３
月
ま
で
２
年
間
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
短
歌

番
組
の
司
会
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
番
組
内
で
短

歌
愛
好
者
の
作
を
朗
読
・
講
評
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
ま
し
た
。
や
は
り
応
募
さ
れ
る
方
は
年
齢
が
高
い

で
す
。
若
い
方
は
、あ
ま
り
日
本
と
い
う
国
や
歴
史

や
環
境
、言
葉
や
季
節
感
に
興
味
を
持
た
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
持
っ
た
と
し
て
も
、フ
ァッ
シ
ョ
ン

や
ス
タ
イ
ル
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、特
に

言
葉
っ
て
、お
し
ゃ
べ
り
す
る
だ
け
の
言
葉
も
あ
れ
ば
、

何
か
大
切
な
も
の
を
伝
え
る
カ
ギ
と
い
う
役
割
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
カ
ギ
を
意
識
し
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
、と
い
う
不
安
は
あ
り
ま
す
。
私
が
エッ
セ
イ
の
な

か
で
現
代
・
近
代
の
短
歌
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、少
し

で
も
日
本
の
言
語
表
現
に
興
味
が
あ
る
人
に
つ
な
げ

て
い
け
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
短
歌
を
詠
ん
で
抱
く「
ち

ょ
っ
と
ス
ッ
キ
リ
し
た
、良
か
っ
た
」と
い
う
思
い
を
、普

段
言
葉
か
ら
距
離
が
あ
る
人
に
も
味
わ
っ
て
も
ら
う

き
っ
か
け
に
な
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
中
●
若
い
世
代
の
僕
た
ち
も
言
葉
を
大
事
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
最
後
に
、在
学
生

へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

梅
内
●
私
の
場
合
、
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
遠

い
土
地
の
同
志
社
大
学
に
入
学
し
た
こ
と
で
行
動
の

幅
、
文
化
の
多
様
さ
を
経
験
で
き
ま
し
た
。
も
し
東

京
の
大
学
に
通
っ
て
い
た
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
コ
ク
の

よ
う
な
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

古
美
術
研
究
会
で
ガ
イ
ド
な
ど
が
で
き
る
土
壌
、京

都
の
歴
史
に
直
に
触
れ
ら
れ
る
の
も
得
難
い
経
験
で

し
た
。
ま
た
私
の
所
属
し
て
い
た
ゼ
ミ
の
笠
井
昌
昭

先
生
は
、日
本
美
術
史
・
絵
画
史
分
野
で
と
て
も
優

れ
た
研
究
者
で
す
が
、小
さ
い
頃
覚
え
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
万
葉
集
の
一
節
を
ふ
と
口
ず
さ
ま
れ
る
姿

が
今
で
も
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
先
生
の
画
集
や
、
卒

業
後
も
送
っ
て
下
さ
る
自
筆
の
絵
は
が
き
な
ど
、
一

人
の
先
生
の
中
に
詰
ま
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
世
界

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
在
学
生
の
皆
さ
ん

も
、伝
統
の
も
と
に
あ
る
自
由
で
創
造
的
な
雰
囲
気

と
、か
け
が
え
の
な
い
人
と
の
出
会
い
を
ぜ
ひ
大
切

に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

河
中
●
今
日
は
い
ろ
い
ろ
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

13

小学生から短歌を詠みはじめ、歌人として、また講演やテレビ番組の司会と
幅広く短歌活動を続けておられる梅内さん。第一線で活躍される方のお話が
聞けて、本当にうれしかったです。現在は都内の食品メーカーに勤務されなが
らの活動だと伺って、文学の世界の厳しさも知ることができました。梅内さん
の「自分では、短歌の魅力を伝えていくために講師の仕事の依頼があった場
合、やりたいなとは思うのですが、それをメインに、ということはまだ考えてい
ません。表現することに納得という言葉はないんでしょうけど、納得するまで
は自分の短歌をどんどん詠みつづけていきたいです」との言葉は大変参考に
なりました。自分の日々の生活を見つめ直すよい機会になったと思います。

一つのことを続けておられる姿を
目の当たりにして、感銘を受けました。

河中　竜也さん
【文学部文化学科哲学

及倫理学専攻4年次生】

田謙二ゼミで様相論理学を専攻、
クリプキ『名指しと必然性』を研究
する。所属する文学研究会では、読
書会などの部内イベントを企画して
いた。夏目漱石や安部公房らを愛読
する傍ら、自身でも小説を執筆。

I N T E R V I E W E R

歌人  梅内  美華子さんに聞く 

『横断歩道 ZEBRA ZONE』

『歌集 若月祭
みかづきさい

』

op_135  03.6.3 11:09  ページ 13



14

論
を
客
観
的
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
自
由
な

思
考
」の
結
果
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
結
論
が

間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
証
拠
に
出
く
わ
し
、
自

分
が
気
に
入
っ
て
い
た
考
え
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は
権
威

や
伝
統
の
圧
力
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
証
拠
に
の
み
従
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

サ
イ
エ
ン
ス
の
世
界
に
お
い
て
こ
れ
ら
は
ご
く
当

た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
仮
説
が
新
し
い
証
拠
の
出
現
に
よ
り
破
棄
さ
れ
、

新
た
な
仮
説
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
新
し
い
仮
説
に

基
づ
き
、よ
り
妥
当
な
理
論
が
構
築
さ
れ
、
厳
密
に

検
証
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の「
自
由

な
思
考
」が
日
々
の
生
活
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
本

に
書
い
て
あ
る
こ
と
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
、イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
で
得
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
し

が
ち
で
あ
る
し
、あ
る
分
野
に
お
い
て
著
名
人
が
語

っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
し
ま
う
傾
向
も

あ
る
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て「
自
由
に
考
え
る
」

こ
と
が
難
し
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
社
会
的
・
文
化
的
要
素
を
含
む
様
々

な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
た
め
そ
の
理
由
は
複
雑

で
あ
る
が
、一
つ
に
は
言
葉
の
持
つ
他
の
側
面
が
関

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
葉
は
現
実
世
界

人
間
言
語
を
他
の
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

シ
ス
テ
ム
と
区
別
す
る
決
定
的
な
要
因
は
言
語
の

「
創
造
的
」側
面
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
私
た
ち
は
有
限
個
の
シ
ン
ボ
ル
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
文
を
作

り
出
し
、そ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

様
々
な
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
言
葉
を
使
用
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な「
創
造
的
」性
質
を
持
つ
言
葉
を
媒

介
と
し
て
私
た
ち
は「
自
由
に
考
え
る
」こ
と
が
で

き
る
。つ
ま
り
、「
自
由
な
思
考
」を
持
つ
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
場
合
の「
自
由
」と
は
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
自
由
に
考
え
る
」と

は
も
の
ご
と
を
自
分
勝
手
に
、
自
分
の
都
合
の
い
い

よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。「
自
由
な
思
考
」と

は
可
能
な
限
り
の
証
拠
に
基
づ
き
自
分
の
頭
で
と

こ
と
ん
ま
で
自
由
に
考
え
、
結
論
を
出
し
、そ
の
結

を
そ
の
ま
ま
切
り
と
っ
て
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
よ

う
な
便
利
な
道
具
で
は
な
い
。
話
者
の
意
図
に
よ
っ

て
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
、
現
実
世
界
が

歪
め
ら
れ
て
私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

し
ば
し
ば
起
こ
る
。
言
葉
を
通
じ
て
世
界
を
認
識
す

る
際
に
、そ
の
歪
め
ら
れ
た
世
界
を
真
実
と
し
て
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
し
、政
治

的
な
宣
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
た
か

も
合
意
さ
れ
た
世
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
権
威
に
訴
え
て
語
ら
れ
た

こ
と
が
正
し
い
と
説
得
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
さ
え
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
目
の
前
に
明
白
な
証
拠
が
存

在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
な
か
な
か
気

づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、ど
う
し
た

ら
現
実
の
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
、真
実
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

真
実
を
知
る
た
め
に
特
別
な
知
識
な
ど
必
要
で

は
な
い
。
必
要
な
の
は
言
葉
を
駆
使
す
る
こ
と
の
で

き
る
私
た
ち
が「
自
由
な
思
考
」を
実
践
し
、
正
し

い
こ
と
は
正
し
い
、お
か
し
い
こ
と
は
お
か
し
い
と
口

に
出
し
て
言
お
う
と
す
る
勇
気
を
持
つ
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
貫
き
通
す
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
世
界
の
出
来
事
を
正
し
く
理
解
し
、
少

し
で
も
真
実
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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今
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
１
９
２
４
年
前
、
西
暦

79
年
に
ひ
と
つ
の
都
市
が
、
背
後
に
そ
び
え
る
火
山

の
噴
火
で
火
山
灰
に
覆
わ
れ
、
地
中
深
く
埋
ま
っ

た
。
地
中
に
は
、
公
共
浴
場
や
家
々
の
壁
面
に
描
か

れ
た
フ
レ
ス
コ
画
な
ど
、
多
く
の
も
の
が
当
時
の
姿

の
ま
ま
、
遺
物
や
遺
構
と
な
っ
て
残
っ
た
。

古
代
ロ
ー
マ
都
市
、ポ
ン
ペ
イ
。
こ
の
遺
跡
の
発
掘

調
査
を
10
年
以
上
に
亘
っ
て
行
っ
て
い
る
団
体
が
、

京
都
市
中
京
区
に
あ
る（
財
）古
代
學
協
會
・
古
代

學
研
究
所
だ
。
そ
こ
に
勤
め
る
坂
井
聰
さ
ん
は
、こ

の
研
究
に
当
初
か
ら
か
か
わ
り
、そ
の
間
日
本
と
イ

タ
リ
ア
を
幾
度
と
な
く
往
復
し
て
き
た
。「
日
本
で

は
、ひ
と
つ
の
遺
跡
に
十
数
年
も
腰
を
据
え
て
研
究

す
る
の
は
珍
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ロ
ー
マ
に

は
、１
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
欧
米
の
研
究
所

が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
我
々
は
ま
だ
ま
だ
子
供
で

す
」と
話
す
坂
井
さ
ん
だ
が
、
発
掘
で
大
き
な
成
果

を
あ
げ
、
学
界
の
注
目
を
集
め
た
。

坂
井
さ
ん
が
、
古
代
ロ
ー
マ
都
市
の
研
究
を
し
よ

う
と
決
め
た
の
は
大
学
３
年
次
生
の
時
。
以
前
か

ら
興
味
の
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
遺
跡
を
巡
る

旅
の
途
中
、イ
タ
リ
ア
で
留
学
中
の
本
学
文
学
部
の

浅
香
正
教
授（
現
在
名
誉
教
授
）の
も
と
を
訪
れ
た
。

浅
香
先
生
の「
あ
な
た
は
さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
を
ま
わ

り
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
見
て
き
た
の
だ
か
ら
、
文

献
だ
け
で
は
な
く
遺
跡
と
い
う
生
の
資
料
に
基
づ

い
た
研
究
を
し
て
み
た
ら
ど
う
か
」と
い
う
言
葉
に

心
を
強
く
動
か
さ
れ
た
。

大
学
卒
業
後
そ
の
ま
ま
大
学
院
に
進
み
、浅
香
先

生
の
下
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
・ロ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
を

続
け
た
。
９
年
後
、先
生
の
推
薦
に
よ
り
古
代
學
研

究
所
で
、ポ
ン
ペ
イ
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
始
め
る
こ

と
に
な
る
。「
浅
香
先
生
は
、今
、古
代
學
研
究
所
教

授
兼
副
所
長
。
今
も
一
緒
に
研
究
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
先
生
に
は
人
間
性
を
含
め
て
今
で
も

ま
だ
ま
だ
教
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
」。

順
調
に
進
む
か
に
思
わ
れ
た
発
掘
調
査
だ
が
、当

初
の
４
年
間
は
ま
っ
た
く
発
掘
で
き
な
か
っ
た
。「
ポ
ン

ペ
イ
遺
跡
は
、１
７
４
８
年
に
初
め
て
発
掘
の
鍬
が

入
れ
ら
れ
て
、今
ま
で
に
大
部
分
が
明
ら
か
に
な
り
、

こ
れ
以
上
発
掘
は
必
要
な
い
と
い
う
空
気
が
あ
り
ま

し
た
。
新
た
に
発
掘
を
行
う
に
は
、発
掘
許
可
権
を

持
つ
イ
タ
リ
ア
文
化
財
省
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
も

の
が
必
要
で
し
た
」。
そ
こ
で
坂
井
さ
ん
た
ち
は
、現

地
調
査
を
重
ね
た
上
で
、そ
の
成
果
や
各
国
の
ポ
ン

ペ
イ
研
究
者
の
論
文
な
ど
も
併
せ
て
紹
介
し
た

『O
puscula

Pom
peiana

（
ポ
ン
ペ
イ
論
集
）』を
発

行
す
る
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
研
究
を
行
っ
た
。

こ
の
論
集
や
新
し
い
発
掘
テ
ー
マ
が
評
価
さ
れ
、

１
９
９
３
年
に
同
省
の
許
可
が
下
り
た
。
そ
れ
か
ら

た
だ
一
つ
ポ
ン
ペ
イ
に
お
い
て
未
知
で
あ
っ
た
城
門

「
カ
プ
ア
門
」を
見
つ
け
る
べ
く
、９
年
の
間
、断
続

的
に
発
掘
を
行
っ
た
。「
今

回
の
発
掘
で
、
紀
元
前
６

世
紀
か
ら
紀
元
後
１
世
紀

ま
で
の
７
０
０
年
間
の
ポ

ン
ペ
イ
の
歴
史
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
足
か
せ
の
付
い
た
人
骨
を
見

つ
け
て
奴
隷
の
存
在
を
確
認
で
き
た
り
、紀
元
前
６

世
紀
に
い
た
エ
ト
ル
ス
キ
人
が
使
っ
て
い
た
と
さ
れ

る
土
器
を
発
見
し
て
彼
ら
の
存
在
を
実
感
し
た
り

と
色
々
な
体
験
を
し
ま
し
た
が
、そ
れ
を
通
じ
て
学

ん
だ
こ
と
は
、
自
分
の
目
で
見
る
ま
で
は
、
真
実
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」。
肝
心
の「
カ
プ
ア
門
」は

見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
今
ま
で
存
在
す
る
と
さ
れ

て
い
た
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
定
説
を

覆
す
大
き
な
成
果
に
な
り
そ
う
だ
。

坂
井
さ
ん
は
、こ
れ
か
ら
３
年
ほ
ど
か
け
て
今
回
の

報
告
書
を
ま
と
め
る
と
い
う
。
そ
の
忙
し
い
中
、４
月

か
ら
本
学
で
２
年
次
生
を
対
象
に
嘱
託
講
師
と
し
て

半
年
間
教
鞭
を
執
る
。
ポ
ン
ペ
イ
を
軸
に
し
て
、古
代

ギ
リ
シ
ャ・ロ
ー
マ
都
市
が
誕
生
し
て
滅
ぶ
ま
で
の
過
程

を
追
う
そ
う
だ
。
世
界
で
も
ま
れ
な
遺
跡
の
発
掘
に

か
か
わ
り
、貴
重
な
経
験
を
し
て
き
た
坂
井
先
生
の

授
業
は
、き
っ
と
一
味
違
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
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