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刊
行
に
あ
た
っ
て

　
「
歴
史
編
纂
事
務
室
報
告
」
第
二
十
集
を
お
と
ど
け
し
ま
す
。

　
本
報
告
集
は
、
一
九
六
七
年
に
第
一
号
を
刊
行
し
て
以
来
、
主
に
明
治
大
学
の
歴
史
に
係
わ
る
貴
重
な
史
料
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
今
回
は
大
学
史
料
の
収
集
・
整
理
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
ま
し
た
。

　
「
過
去
は
未
来
の
土
台
」
と
申
し
ま
す
が
、
大
学
史
料
の
収
集
・
整
理
は
こ
の
土
台
を
明
ら
か
に
す
る
地
味
で
は
あ
る
が
重
要
な
研
究

分
野
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
二
十
｝
世
紀
を
間
近
に
ひ
か
え
大
学
が
激
し
く
変
貌
す
る
社
会
に
対
応
す
る
改
革
を

迫
ら
れ
て
い
る
今
日
、
本
学
の
土
台
を
振
り
返
り
、
現
状
を
把
握
し
、
確
か
な
未
来
を
構
築
す
る
糧
を
得
る
必
要
が
一
段
と
高
ま
っ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

　
収
集
・
整
理
し
た
史
料
の
活
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
明
治
大
学
百
年
史
』
の
編
纂
過
程
で
蓄
積
し
た
力
量
を
背
景
に
し
て
、
九
十
年
代

に
入
る
と
「
明
治
大
学
の
歴
史
展
」
を
九
三
年
十
月
、
九
五
年
十
｝
月
と
頻
繁
に
開
催
し
て
広
く
学
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
を
し
て
ま
り
ま
し

た
。
更
に
、
昨
年
度
は
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
、
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
を
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン

グ
行
事
の
一
環
と
し
て
最
上
階
の
二
十
三
階
で
開
催
し
見
学
者
が
五
千
人
を
越
え
ま
し
た
が
、
そ
の
報
告
も
収
録
し
ま
し
た
。

　
当
事
務
室
で
は
、
今
日
ま
で
に
収
集
し
た
史
料
の
整
理
・
保
存
は
も
と
よ
り
、
新
た
な
史
料
を
発
掘
し
「
本
学
の
理
念
」
を
更
に
明
ら

か
に
す
る
よ
う
努
あ
る
と
共
に
、
大
学
史
料
館
の
創
設
に
向
け
て
地
道
な
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
大
方
の
御
協
力
と

御
叱
正
を
賜
わ
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。
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第
一
部

明
治
大
学
の
大
学
史
料

収
集
と
整
理
を
中
心
に

鈴
　
木
　
秀
　
幸

は
じ
め
に

「
史
料
の
調
査
っ
て
、
準
備
が
大
変
な
ん
で
す
ね
」

　
史
料
調
査
は
デ
ス
ク
・
ワ
ー
ク
よ
り
も
気
が
楽
で
あ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
人
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
、
多
く
の
人
は

そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、
最
も
肝
心
な
こ
と
は
、
そ
の
事
前
準
備
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
の
良
し
悪
し
で
、
そ
の
史
料
調
査
の
成
否
の
大
方
が
決
す
る
。

あ
と
は
現
場
で
判
断
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

「
地
味
な
仕
事
を
し
て
ま
す
な
あ
」

　
私
が
歴
史
編
纂
事
務
室
で
史
料
を
一
点
ず
つ
所
定
の
封
筒
に
い

れ
て
、
表
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
上
書
き
」

の
作
業
を
み
て
い
た
来
訪
者
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
年
史
刊
行
や
展

覧
会
開
催
が
花
な
ら
ば
、
史
料
整
理
は
茎
や
根
で
あ
る
。
派
手
さ

が
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

「
こ
こ
（
歴
史
編
纂
事
務
室
－
筆
者
注
）
は
史
料
が
な
い
と
な
に

　
も
で
き
な
い
ん
で
す
ね
」

　
正
し
く
当
を
得
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
内
の
あ
る
人
の

こ
と
ば
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
で
も
当
室
に
歩
を
運
ぶ
と
多

か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
よ
う
に
思
う
ら
し
い
。
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「
明
治
大
学
の
校
歌
の
二
番
に
あ
る
『
暁
の
鐘
』
と
は
ど
の
鐘
の

　
こ
と
な
の
で
す
か
」

　
旧
記
念
館
の
正
面
上
部
に
あ
っ
た
レ
リ
ー
フ
は
子
供
二
人
が
鐘

を
も
っ
て
い
た
。
当
時
の
設
計
図
や
工
事
仕
様
書
に
は
何
と
書
い

て
あ
る
の
か
。
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
「
装
飾
物
」
と
し
か
な
い
。
当
時

の
学
内
紙
に
は
子
供
や
鐘
の
こ
と
は
載
っ
て
い
る
の
か
。
「
キ
ャ

ラ
メ
ル
子
」
と
し
か
な
い
。
そ
う
い
え
ば
森
永
製
菓
の
創
業
老
・

森
永
太
一
郎
の
子
息
の
太
平
（
二
代
目
社
長
）
は
明
治
大
学
の
卒

業
生
だ
。
「
我
社
の
エ
ン
ゼ
ル
・
マ
ー
ク
に
鐘
を
持
た
せ
た
ら
ど

う
で
す
か
、
な
ん
て
！
」
。
さ
っ
そ
く
調
査
の
た
め
に
同
社
資
料

室
の
手
を
煩
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
太
平
の
卒
業
は

大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
、
記
念
館
竣
工
は
昭
和
三
（
一
九
二

八
）
年
、
と
い
う
こ
と
は
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。
し
か
し
、
目
下
の

と
こ
ろ
は
裏
付
け
る
史
料
が
な
い
。
そ
れ
に
校
歌
が
制
定
さ
れ
た

の
は
、
記
念
館
が
完
成
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

「
明
治
大
学
の
創
立
者
は
本
当
に
岸
本
辰
雄
・
宮
城
浩
蔵
・
矢
代

操
の
三
人
で
し
ょ
う
か
」

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
二
人
、
四
人
、
五

人
、
七
人
は
て
は
八
人
を
あ
げ
た
史
料
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ

る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
お
か
げ
さ
ま
で
従
来
ど
お
り
の
三
人

と
再
確
認
で
き
た
。

「
こ
ん
な
も
の
で
も
展
示
に
な
る
ん
だ
」

　
こ
れ
は
昨
年
（
一
九
二
八
）
の
一
一
月
に
当
室
が
主
幹
と
な
っ

て
開
催
し
た
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
「
明
治
大
学
歴
史
展
」

の
時
の
一
見
学
者
の
声
で
あ
る
。
そ
の
史
料
と
は
創
立
者
岸
本
辰

雄
が
学
校
経
営
の
た
め
に
義
兄
永
見
明
久
に
宛
て
た
借
金
を
願
う

書
簡
で
あ
る
。
現
在
で
は
本
学
に
の
こ
る
唯
↓
の
岸
本
自
筆
書
で

あ
り
、
か
つ
創
立
当
初
の
明
治
法
律
学
校
の
経
営
実
態
が
よ
く
わ

か
る
史
料
で
あ
る
。

　
以
上
、
史
料
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
明
治
大
学
に
お
け
る
実
際

の
会
話
を
通
し
て
説
明
し
て
き
た
。
要
は
史
料
を
収
集
し
て
、
整

理
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
史
を
調
査
し
、
研
究
し
、
活
用

し
て
い
く
う
え
で
は
基
本
で
あ
り
、
基
礎
で
あ
り
、
か
つ
中
核
で

あ
る
と
い
う
、
当
然
の
こ
と
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
大
学
史
を
も
含
め
た
歴
史
お
よ
び
歴
史
研
究
に
対
し
て
「
足
と
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頭
を
使
え
」
と
い
わ
れ
る
。
足
に
相
当
す
る
の
が
、
史
料
調
査
で

あ
り
、
頭
に
相
当
す
る
の
が
研
究
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
厳
密
に
い

え
ぼ
、
史
料
調
査
で
あ
っ
て
も
頭
は
使
う
。
闇
雲
に
走
り
廻
っ
た

り
、
ひ
と
つ
の
手
法
だ
け
で
史
料
を
探
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
こ
と
ば
と
解
釈
は
一
応
、
こ
と
を

わ
か
り
や
す
く
す
る
区
別
と
か
目
安
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
な
い

と
、
私
は
頭
で
考
え
る
、
史
料
集
め
ま
で
し
て
い
る
暇
は
な
い
、

と
い
う
不
遜
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

他
の
人
の
集
め
た
史
料
ば
か
り
に
依
存
し
て
、
必
ず
ま
ち
が
い
を

す
る
。

1

明
治
大
学
の
大
学
史
料
収
集
の
歴
史

ω
　
戦
前
の
大
学
史
の
教
訓

　
明
治
大
学
が
史
料
を
公
的
、
意
図
的
に
収
集
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
戦
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
活
動
そ
の
も
の
を

示
す
史
料
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
結
果
と
し
て
の
も
の
は
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
年
史
で
あ
る
。
そ
の
年
史

は
二
〇
年
史
と
五
〇
年
史
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
増
補
版

の
類
で
あ
る
。
こ
の
年
史
の
執
筆
・
編
集
の
際
に
史
料
の
収
集
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
前
で
も
明
治
大
学
史
に
関
す

る
展
覧
会
が
催
さ
れ
て
い
る
。
後
掲
「
明
治
大
学
歴
史
展
関
係
資

料
M
1
4
明
治
大
学
史
の
歩
み
」
（
，
り
6
D
1
1
1
）
の
よ
う
に
昭
和
三
年

四
月
二
一
日
～
二
四
日
の
震
災
復
興
記
念
「
明
治
教
育
文
化
展
覧

会
」
、
同
六
年
一
一
月
一
～
六
日
の
創
立
五
〇
周
年
記
念
「
明
大

五
十
年
史
料
展
覧
会
」
、
同
「
五
（
一
九
四
〇
）
年
一
一
月
一
八
～

二
｝
日
の
創
立
六
〇
周
年
記
念
「
近
世
文
化
展
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
展
覧
会
の
準
備
の
状
況
は
『
明
治
大
学
学
報
』
掲
載
の

結
果
報
告
記
事
か
ら
い
さ
さ
か
知
り
う
る
。
し
か
し
、
当
時
の
状

況
と
し
て
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
記
念
誌
の
刊
行
、

展
覧
会
の
開
催
と
い
っ
た
そ
れ
だ
け
の
、
い
わ
ゆ
る
「
花
火
の
打

ち
上
げ
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
残
念
な
が
ら
原
史
料
の
蓄
積
、

事
業
の
継
続
と
い
っ
た
発
想
は
希
薄
で
あ
る
。
結
果
論
で
は
あ
る

が
、
年
史
刊
行
・
展
覧
会
開
催
に
よ
り
散
失
し
た
史
料
が
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
関
東
大
震
災
の
発
生
は
明
治
大
学
の
校

舎
を
壊
滅
状
態
に
し
た
。
と
り
わ
け
、
錦
華
小
学
校
（
現
お
茶
の
水

小
学
校
）
方
面
か
ら
迫
っ
て
き
た
舌
火
は
避
け
が
た
い
も
の
と
な

り
、
そ
れ
を
察
し
た
職
員
（
夏
期
休
暇
中
な
が
ら
新
学
期
準
備
の
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た
め
に
出
勤
）
が
重
要
書
類
を
持
ち
出
し
た
。
最
も
知
り
た
い
こ

と
は
当
時
ど
の
よ
う
な
も
の
を
重
要
書
類
と
し
て
搬
出
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
の
史
料
残
存
状
況
か
ら
す
る
と
学

籍
簿
や
金
銭
出
納
帳
の
類
、
つ
ま
り
当
時
の
現
用
文
書
が
主
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
文
書
や
物
品
は
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
明
治
大
学
の
場
合
、
戦
前
は
大
学
史
料
を
意
図
的
、

体
系
的
に
処
理
を
す
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
も
、
大
学
史
料
で
は
な
い
が
、
刑
事
関
係
史
料
を
収
集
し

た
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。

②
　
八
〇
年
史
の
判
断

　
前
記
資
料
（
．
2
D
1
1
　
1
）
に
あ
る
よ
う
に
、
戦
後
ま
も
な
く
創
立
七

〇
周
年
を
記
念
し
て
大
学
史
展
が
催
さ
れ
た
。
今
日
、
こ
の
展
覧

会
と
法
科
七
五
周
年
記
念
展
覧
会
の
際
に
制
作
し
た
展
示
物
は
、

数
は
あ
ま
り
多
く
な
い
も
の
の
、
特
製
の
木
箱
に
収
め
ら
れ
、
当

歴
史
編
纂
事
務
室
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
大
学
、
あ
る
い
は
そ
の

周
辺
の
歴
史
を
描
い
た
絵
画
、
時
に
は
い
き
な
り
木
板
に
写
真
や

複
製
画
等
を
貼
り
つ
け
た
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
史

料
を
厳
重
に
保
管
し
た
こ
と
は
、
明
治
大
学
に
と
っ
て
画
期
的
な

こ
と
で
あ
る
。

　
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
＝
月
「
～
五
日
に
行
わ
れ
た
創

立
八
〇
周
年
記
念
行
事
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
創
立

八
〇
周
年
記
念
行
事
は
、
正
式
と
い
う
か
、
実
質
的
に
は
同
三
三

（一

繻
ﾜ
八
）
年
八
月
＝
日
付
で
準
備
委
員
会
に
計
画
が
委
嘱

さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
翌
年
の
三
月
五
日
の
準
備
委
員
会

で
は
記
念
事
業
中
の
建
築
事
業
の
こ
と
が
審
議
さ
れ
た
（
資
料

1
）
。
ま
た
、
企
画
課
で
は
五
月
一
四
日
、
「
明
治
大
学
創
立
八
十

周
年
記
念
事
業
計
画
（
案
）
」
（
資
料
2
）
を
作
成
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
第
二
番
目
に
八
〇
年
史
の
刊
行
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

そ
れ
ら
を
う
け
た
準
備
委
員
会
は
六
月
＝
ハ
日
、
八
〇
年
史
刊
行

を
決
定
し
、
七
月
二
一
日
付
で
「
明
治
大
学
創
立
八
十
周
年
記
念

事
業
計
画
準
備
委
員
会
答
申
書
」
（
資
料
3
）
を
作
成
し
、
上
部
機

関
に
提
出
し
た
。
そ
こ
に
は
「
八
十
年
史
の
編
纂
及
び
刊
行
」
と

あ
り
、
八
〇
年
史
の
編
纂
を
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
編
纂
委
員

会
を
設
置
す
る
と
あ
る
。
こ
の
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
の
は
一
二

月
四
日
の
こ
と
で
あ
り
（
資
料
6
1
1
）
、
ま
た
メ
ン
バ
ー
が
任

命
さ
れ
た
の
は
二
一
日
の
こ
と
で
あ
る
（
資
料
6
1
3
、
7
）
。
そ
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の
三
日
後
の
文
書
「
委
員
会
に
つ
い
て
」
（
資
料
6
1
2
）
に
よ
れ

ば
八
〇
年
史
は
三
ヶ
年
以
内
に
脱
稿
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
翌
年

一
月
一
一
日
の
『
明
大
広
報
』
第
2
3
号
に
は
八
〇
年
史
記
念
事
業

の
実
施
概
要
が
公
示
さ
れ
た
（
資
料
7
）
。
ま
た
、
第
一
回
目
の
委

員
会
は
一
月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
お
け
る

結
論
は
「
比
較
的
簡
単
な
案
（
画
報
的
な
も
の
）
を
作
成
す
る
こ

と
」
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
「
正
確
な
歴
史
を
編
纂
す
る
こ
と
は
、

た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
別
に
歴
史
編
さ
ん
所
を
設
立
す

る
必
要
の
あ
る
こ
と
」
が
決
ま
っ
た
（
資
料
8
）
。
そ
の
後
、
こ
の

編
さ
ん
委
員
会
は
そ
の
方
向
で
会
議
が
進
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
各
委
員
は
史
料
の
収
集
に
当
た
る
と
と
も
に
、
七
月
中
旬
に

は
編
集
試
案
を
作
成
し
、
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
資
料
6
1
4
）
。
と
こ
ろ
が
、
九
月
一
＝
日
の
同
委
員
会
の
議
題

は
「
記
念
画
報
中
止
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
（
資
料
1
2
）
こ

の
時
点
で
八
〇
年
史
の
刊
行
は
と
り
や
め
と
な
っ
た
。

　
編
纂
室
の
設
置
は
検
討
さ
れ
た
。
例
え
ば
｝
○
月
五
日
の
会
議

で
は
「
明
治
大
学
校
史
編
纂
室
案
」
（
資
料
1
5
）
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
年
の
一
二
月
に
は
同
委
員
会
は
「
史
料
編
纂

委
員
会
規
程
（
案
）
」
（
資
料
1
8
）
を
作
成
し
、
理
事
会
に
提
出
し

た
。
そ
の
第
一
条
に
は
同
委
員
会
の
目
的
に
つ
い
て
、
『
明
治
大

学
史
』
（
八
〇
年
史
で
は
な
い
）
刊
行
の
た
め
、
史
資
料
の
収
集
・

整
理
な
ら
び
に
編
纂
業
務
を
行
う
と
う
た
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
八
〇
年
史
を
め
ぐ
る
一
連
の
出
来
事
か
ら
明
確
に
次
の

こ
と
が
断
言
で
き
よ
う
。
大
学
年
史
は
安
直
な
も
の
を
作
る
べ
き

で
は
な
い
、
作
る
か
ら
に
は
史
料
の
収
集
等
を
担
当
す
る
委
員
会

や
編
纂
室
を
設
置
し
て
本
格
的
に
当
た
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
八
〇
年
史
編
纂
の
中
止
は
大
学
史
の
発
展
に
つ
な

が
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
高
い
見
識
と
鋭
い

判
断
と
い
え
よ
う
。

③
　
百
年
史
編
纂
・
組
織
変
更
と
史
料

　
昭
和
三
七
（
↓
九
六
二
）
年
五
月
一
日
、
そ
れ
ま
で
大
学
史
の

事
務
を
担
当
し
て
き
た
企
画
課
は
組
織
変
更
に
よ
り
、
企
画
室
と

広
報
課
に
分
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
が
「
明
大
歴
史
編
纂
に

関
す
る
事
項
」
を
管
掌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
資
料
1
7
）
。
そ
し

て
、
早
速
、
学
内
各
部
署
へ
．
向
け
て
史
料
の
収
集
に
関
す
る
文
書

を
発
し
て
い
る
（
資
料
2
0
）
。
一
方
、
歴
史
編
纂
委
員
会
は
広
報
課

の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
聞
き
取
り
調
査
に
か
か
っ
て
い
る
（
資
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料
2
1
）
。
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
の
一
一

月
一
四
日
、
「
大
学
歴
史
編
纂
計
画
（
案
）
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
の

中
で
編
纂
室
業
務
の
基
礎
作
業
と
し
て
史
料
収
集
の
こ
と
が
具
体

的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
資
料
2
5
）
。
ま
た
、
こ
の
年
、
広
報
課

歴
史
編
纂
係
名
で
「
明
治
大
学
歴
史
編
纂
計
画
に
つ
い
て
」
が
理

事
会
に
提
出
さ
れ
た
（
資
料
2
1
）
。
と
く
に
、
そ
の
第
二
章
に
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
編
纂
室
は
史
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
を
は
か
る
上
か
ら

　
も
資
料
室
の
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
至
急
の
設
立
を
希
望

　
し
て
や
ま
な
い
。

　
　
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
史
資
料
の
収
集
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
、

　
他
日
散
侠
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
復
元
は
望
み
え
な
い

　
事
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
う
け
て
、
翌
三
九
（
［
九
六
四
）
年
六
月
〔
七
日
、
広

報
課
長
名
で
「
大
学
歴
史
編
纂
室
設
置
に
つ
い
て
（
お
願
い
）
」
が

作
成
さ
れ
た
（
資
料
2
7
）
。
こ
こ
で
は
「
広
報
業
務
と
歴
史
編
纂
業

務
と
は
本
質
的
に
異
る
」
こ
と
や
「
史
料
収
集
保
管
の
た
め
広
報

課
も
手
狭
」
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
史
料
室
お
よ
び
保
管
の
部
屋

の
確
保
を
望
ん
で
い
る
。
ま
た
、
同
年
一
一
月
＝
日
の
参
考
資

料
「
大
学
歴
史
編
纂
計
画
（
案
）
」
で
は
九
〇
年
史
編
纂
の
こ
と
と

と
も
に
、
そ
の
た
め
の
「
恒
常
的
に
資
料
室
を
設
置
」
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
（
資
料
2
8
）
。
そ
し
て
、
同
四
二
（
一
九
六
七
）
年

七
月
一
九
日
に
は
『
歴
史
編
纂
資
料
室
報
告
』
の
第
一
集
（
田
島

義
方
文
書
目
録
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
資
料
3
3
は
昭
和
四
四
年
一
二

月
の
広
報
課
「
昭
和
四
五
年
度
業
務
の
要
求
予
算
」
で
あ
る
が
、

そ
の
第
三
項
目
を
み
る
と
、
目
下
、
歴
史
資
料
室
（
広
報
課
内
）

で
史
資
料
の
収
集
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
歴
史
編
纂
は
広
報
課
の
中
で
か
な
り
重
要
な
セ
ク
シ
ョ

ン
と
な
っ
た
。

　
こ
の
九
〇
年
史
は
「
大
学
九
〇
年
小
史
」
（
仮
称
）
と
さ
れ
て
い

た
が
、
結
局
は
一
〇
〇
年
と
い
う
大
き
な
単
位
、
そ
れ
に
よ
る
行

事
の
方
に
吸
収
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。
一
〇
〇
年
史
体
制
の
下
、

歴
史
編
纂
資
料
室
は
広
報
課
の
一
係
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
同
五

二
（
一
九
七
七
）
年
六
月
に
「
明
治
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念

委
員
会
設
置
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
歴
史
編
纂
委
員

会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
第
｝
回
目
の
会
議
は
同
五
三
（
一
九
七

八
）
年
四
月
「
八
日
に
開
催
さ
れ
た
（
最
終
回
は
第
七
回
、
同
六

〇
（
一
九
八
五
）
年
七
月
一
七
日
の
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
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委
員
会
の
解
散
ま
で
続
い
た
）
。
こ
の
委
員
会
は
一
〇
〇
年
史
編

纂
の
大
綱
を
決
め
る
機
関
で
あ
っ
た
が
、
歴
史
専
門
委
員
会
の
設

置
と
『
図
録
・
明
治
大
学
百
年
』
（
写
真
集
）
の
刊
行
と
い
う
ふ
た

つ
の
大
き
な
判
断
を
下
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
発
足
し
た
専
門
委
員

会
は
同
五
三
年
一
二
月
一
六
日
に
最
初
の
会
合
を
持
ち
、
以
降
、

同
六
三
（
一
九
八
八
）
年
九
月
一
日
に
は
百
年
史
編
纂
委
員
会
に

改
組
さ
れ
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
三
月
二
四
日
・
第
一
五
四

回
の
会
議
を
も
っ
て
解
散
し
た
。

　
懸
案
と
な
っ
て
い
た
歴
史
編
纂
資
料
室
の
独
立
は
同
六
二
（
一

九
八
七
）
年
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
資
料
4
1
の
「
学
校
法
人

明
治
大
学
事
務
組
織
暫
定
規
程
」
に
あ
る
と
お
り
、
「
歴
史
編
纂

事
務
室
」
と
し
て
総
務
部
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
に
も

か
く
に
も
一
課
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
意
義
は
甚
大
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
編
纂
体
制
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
大
学
史
料

の
収
集
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
簡
単
に
触
れ
た
。
大
学

史
料
の
収
集
の
体
制
や
組
織
は
関
係
者
の
労
苦
に
よ
り
日
を
追
っ

て
拡
充
し
て
い
っ
た
と
評
価
し
て
も
け
っ
し
て
過
言
で
は
な
い
。

㈲
　
新
生
・
歴
史
編
纂
と
史
料

　
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
一
〇
月
、
歴
史
編
纂
事
務
室
が
主
幹

と
な
り
「
明
治
大
学
の
歴
史
展
」
を
開
催
し
た
。
そ
の
目
的
は

『
明
治
大
学
百
年
史
』
最
終
巻
の
編
集
に
際
し
て
、
不
足
の
史
料

を
補
う
た
め
、
つ
ま
り
大
学
史
展
を
通
し
て
史
料
へ
の
理
解
を
求

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
大
学
史
関
係
団
体
の
東
日
本
大

学
史
連
絡
協
議
会
・
西
日
本
大
学
史
担
当
者
会
が
本
学
で
共
催
さ

れ
る
こ
と
に
協
力
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
長
年
多
く
の

方
々
に
史
料
収
集
で
指
導
・
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
報
い
る

と
と
も
に
公
表
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
と

い
う
よ
り
も
実
は
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
こ
う
し
た
史

料
お
よ
び
八
〇
年
史
・
九
〇
年
史
・
一
〇
〇
年
史
の
成
果
を
＝

発
花
火
」
で
は
な
く
、
今
後
、
い
か
に
し
て
大
学
の
遺
産
と
し
て

守
る
と
と
も
に
、
次
代
に
生
か
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
課
題
が

横
た
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
信
し
た
こ
と
は
、
一

〇
〇
年
史
の
編
纂
を
終
え
て
か
ら
そ
の
後
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ふ
た
つ
は
雁
行
し
て
い
く
方
が
よ
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
東
北
大
学
の
よ
う

に
編
纂
室
と
資
料
室
が
並
存
す
る
形
が
よ
り
良
い
、
と
い
う
こ
と
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に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
識
に
よ
り
、
次
の
段
階
の
準
備
も
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
一
九
九
四
（
同
六
）
年
一
〇
月

二
〇
日
「
『
大
学
史
料
保
存
・
利
用
小
委
員
会
』
（
仮
称
）
設
置
の

お
願
い
」
（
資
料
4
7
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
『
明
治
大

学
百
年
史
』
が
終
刊
し
た
一
九
九
五
（
同
七
）
年
二
月
＝
二
日

「
明
治
大
学
大
学
史
料
委
員
会
設
置
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
（
資
料

4
8
）
、
大
学
史
料
委
員
会
と
歴
史
編
纂
事
務
室
の
体
制
に
よ
り
、

大
学
史
料
の
収
集
・
保
存
・
活
用
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
一
連
の
出
来
事
は
明
治
大
学
お
よ
び
明
治
大
学
史
に
と
っ
て

は
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
、
ご
く
簡
潔
に
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

a
　
大
学
史
料
の
収
集
は
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
段
階
を

　
ク
リ
ア
ー
し
て
発
展
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ

　
た
の
は
年
史
編
纂
や
展
覧
会
で
あ
る
。

b
　
と
は
い
え
、
戦
前
の
場
合
は
記
念
行
事
に
対
し
て
華
を
添
え

　
る
、
い
わ
ば
「
一
発
花
火
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
篤
志
家

　
が
奉
仕
的
に
当
る
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
史
料
保
存
等
の

　
こ
と
ま
で
は
及
ぼ
な
か
っ
た
。

c
　
そ
の
後
、
八
〇
年
史
編
纂
の
時
、
編
纂
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ

　
っ
て
、
史
料
の
重
要
性
が
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

e
　
さ
ら
に
、
百
年
史
編
纂
の
時
代
に
は
本
格
的
に
大
学
史
料
に

　
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
　
百
年
史
編
纂
の
終
わ
り
こ
ろ
よ
り
い
ま
ま
で
収
集
し
た
史
料

　
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
と
く
に
不
足
の
史
料
を
収
集
し
よ
う

　
と
す
る
動
き
も
で
て
き
た
。
そ
れ
が
大
学
史
展
の
開
催
で
あ
る
。

f
　
ま
た
、
時
折
な
さ
れ
た
組
織
改
革
の
際
に
は
大
学
史
料
の
収

　
集
・
保
存
・
活
用
を
し
や
す
い
よ
う
に
努
力
を
し
て
き
た
。

g
　
さ
ら
に
、
今
後
と
も
史
料
の
収
集
に
対
す
る
意
識
は
ま
す
ま

　
す
高
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
体
制
・
組
織
あ
る
い
は
施
設
の
拡

　
充
は
ま
す
ま
す
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

史
料
収
集
・
整
理
か
ら
み
た
大
学
史
料
館

　
ω
　
史
料
の
収
集
と
大
学
史
料
館

　
明
治
大
学
に
お
い
て
大
学
史
料
館
建
設
の
要
望
は
今
に
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
、
大
学
史
料
館
が
必
要
な
の
か
。
こ
の
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
人
が
説
い
て
お
り
、
今
更
こ

こ
で
と
り
あ
げ
る
必
要
も
な
い
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
微
視
的
に

は
史
料
を
受
け
入
れ
た
り
、
整
理
し
た
り
、
あ
る
い
は
展
示
し
た

り
す
る
場
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
巨
視
的
に
は
大
学
の

「
心
の
拠
り
所
」
と
か
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
「
貯
蔵
所
」
や
情
報

発
信
基
地
と
な
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
由
で

あ
ろ
う
。

　
最
近
、
大
学
史
料
の
収
集
と
保
存
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
や

り
と
り
が
あ
っ
た
。

　
私
「
い
ず
れ
、
こ
の
史
料
は
ど
こ
か
に
寄
贈
さ
れ
る
よ
う
な
予

　
定
は
お
あ
り
で
す
か
」

　
史
料
所
蔵
者
「
こ
れ
は
や
が
て
は
明
治
大
学
に
寄
贈
す
る
の
が

　
一
番
い
い
で
し
ょ
う
。
明
治
大
学
で
し
っ
か
り
保
管
し
た
り
、

　
飾
っ
て
も
ら
え
た
ら
」

　
こ
の
ひ
と
こ
ま
か
ら
も
、
大
学
史
料
の
収
集
と
大
学
史
料
館
が

無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
し
、
ま
た
、
確
固
と
し
た

（
華
美
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）
施
設
・
設
備
と
史
料
の

有
効
活
用
の
機
関
の
な
い
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
に
く
い
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
女
子
大
学
の
場
合
は
、
以
前
、
『
大
学

史
紀
要
・
紫
紺
の
歴
程
』
第
2
号
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

大
学
史
料
館
の
成
瀬
記
念
館
で
展
示
と
大
学
史
料
収
集
を
連
動
さ

せ
て
い
る
。
前
記
し
た
よ
う
に
当
室
で
も
近
年
、
大
学
史
展
を
三

回
催
し
た
が
、
オ
ー
プ
ン
前
は
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
期
間
中
、

ま
た
終
了
後
で
も
史
料
の
寄
贈
が
絶
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
た
び
に
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
聞
か
れ
る
。

　
「
こ
の
よ
う
な
も
の
で
も
史
料
に
な
る
の
で
す
か
」

　
「
世
に
で
て
う
れ
し
い
で
す
」

　
②
　
大
学
史
料
館
建
設
の
運
動

　
と
こ
ろ
が
、
現
在
、
明
治
大
学
に
は
大
学
史
料
館
が
な
い
。
大

学
史
料
館
の
建
設
運
動
は
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
は
昭
和
五
六
（
「

九
八
一
）
年
七
月
二
八
日
の
「
『
大
学
史
資
料
館
』
（
仮
称
）
設
置

に
つ
い
て
」
で
あ
る
（
資
料
3
7
）
。
こ
の
文
書
は
『
明
治
大
学
百
年

史
』
の
編
纂
に
当
た
っ
て
い
る
歴
史
編
纂
専
門
委
員
会
が
理
事
長

に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
歴
史
編
纂
事
業
は
あ
く
ま
で
も
そ

の
根
本
は
資
料
の
発
掘
・
収
集
に
あ
る
」
と
し
、
次
に
、
そ
の
こ

と
に
目
下
、
広
報
課
歴
史
編
纂
室
が
当
た
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に

広
く
利
用
に
供
し
た
い
と
あ
る
。
ま
た
、
収
集
史
料
が
手
狭
に
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な
っ
て
お
り
、
発
展
的
に
史
資
料
館
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
施
設

の
面
積
等
の
デ
ー
タ
も
添
え
て
う
っ
た
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
昭
和
六
〇
年
五
月
三
一
日
、
同
委
員
会
は
事
務
組
織

改
善
委
員
会
に
宛
て
て
、
「
歴
史
編
纂
資
料
室
の
組
織
上
の
位
置

づ
け
及
び
大
学
史
資
料
館
・
大
学
史
資
料
館
事
務
室
へ
の
移
行
に

つ
い
て
（
お
願
い
）
」
を
提
出
し
た
（
資
料
3
9
）
。
そ
こ
で
は
百
年

史
の
編
纂
の
た
め
や
大
学
史
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
の
た
め

と
い
っ
た
設
置
目
的
以
外
に
研
究
機
関
的
要
素
の
保
持
、
あ
る
い

は
図
書
館
と
の
相
違
を
も
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
事
務

組
織
図
中
の
商
品
陳
列
館
の
横
に
独
立
機
関
と
し
て
大
学
史
資
料

館
お
よ
び
同
事
務
室
を
加
筆
し
て
、
添
付
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
同
委
員
会
の
後
身
の
百
年
史
編
纂
委
員
会
が
理
事
長

に
「
『
大
学
史
料
館
』
（
仮
称
）
設
置
に
つ
い
て
（
お
願
い
）
」
を
提

出
し
た
（
資
料
4
0
）
の
は
、
一
九
九
四
年
四
月
七
日
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
膨
大
な
史
料
を
収
集
・
整
理
し
て

き
た
が
、
今
後
は
保
存
し
、
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

最
後
で
は
「
そ
の
な
ん
た
る
か
を
学
外
、
つ
ま
り
社
会
に
向
か
っ

て
明
示
す
る
こ
と
は
、
今
後
二
一
世
紀
に
予
想
さ
れ
る
大
学
生
き

残
り
の
な
か
で
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。
ま

た
、
そ
の
関
連
資
料
で
は
大
学
関
係
者
の
「
拠
り
所
」
（
常
設
展
示

場
）
の
必
要
も
説
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
資
料
4
6
に
「
メ
モ
リ
ア
ル
・
ホ
ー
ル
」
と
い
う
文

言
が
あ
る
。
こ
の
メ
モ
リ
ア
ル
・
ホ
ー
ル
な
る
も
の
は
、
の
ち
の

明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
⊥
＝
二
階
の
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
の

こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
百
年
史
編
纂
委
員
会
お
よ
び
歴
史
編
纂
事

務
室
で
は
こ
の
場
が
大
学
史
料
館
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん

で
い
た
。
や
が
て
、
建
設
の
主
幹
部
署
の
総
合
施
設
整
備
推
進
室

に
お
け
る
会
議
を
経
て
、
当
ホ
ー
ル
の
レ
イ
ア
ウ
ト
と
展
示
構
成

が
博
物
館
事
務
室
と
歴
史
編
纂
事
務
室
に
委
嘱
さ
れ
た
際
に
両
室

共
作
の
報
告
書
を
作
成
し
（
資
料
4
9
）
、
提
出
し
た
が
、
こ
れ
は
幻

と
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
③
　
現
在
の
状
況

　
も
は
や
大
学
史
料
を
ベ
ー
ス
に
確
固
と
し
た
大
学
史
料
館
を
建

設
す
る
こ
と
は
夢
物
語
や
理
想
論
の
段
階
で
は
な
く
な
り
、
外
国

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
国
内
で
も
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
今
や

大
学
史
料
館
は
そ
の
大
学
の
理
念
形
成
の
場
と
な
っ
た
り
、
知
的

シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
て
い
る
。
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そ
う
し
た
社
会
的
な
趨
勢
の
中
で
、
大
学
史
料
委
員
会
お
よ
び

歴
史
編
纂
事
務
室
で
は
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス
B
地
区
開
発
に
か
ら

め
て
大
学
史
料
館
開
設
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
室
で
は
、

当
分
の
問
、
随
時
、
大
学
会
館
↓
階
に
ス
ペ
ー
ス
を
得
て
、
大
学

史
料
の
収
集
・
保
存
・
活
用
に
理
解
と
協
力
を
い
た
だ
く
た
め
に
、

一
九
九
八
（
平
成
「
○
）
年
↓
二
月
一
四
日
、
「
大
学
史
料
の
ミ
ニ

展
示
に
つ
い
て
（
案
）
」
を
提
出
し
（
資
料
6
0
、
本
誌
「
歴
史
編
纂

事
務
所
室
の
記
録
」
の
方
に
掲
載
し
た
）
、
理
事
会
の
承
認
を
え

た
。　

な
お
、
教
務
部
の
管
轄
の
も
と
に
大
学
史
料
委
員
会
・
歴
史
編

纂
事
務
室
等
々
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
二
年
前
よ
り
始
め
た
学
部
間

共
通
総
合
構
座
「
日
本
近
代
史
と
明
治
大
学
」
（
二
単
位
と
四
単

位
）
は
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
度
よ
り
駿
河
台
・
生
田
キ
ャ

ン
パ
ス
で
も
開
講
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
授
業
に
よ
り
ま
す

ま
す
大
学
史
お
よ
び
大
学
史
料
の
重
要
性
は
一
層
認
識
さ
れ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

3

大
学
史
料
の
収
集
と
整
理
ー
現
状
と
課
題
を
中
心
に
ー

　
ω
　
史
料
収
集
の
姿
勢

　
史
料
収
集
に
関
す
る
業
務
は
収
集
・
保
存
・
活
用
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
内
、
本
稿
で
は
収
集
の
こ
と
に
つ
い
て
扱
っ
て
き
た
。
と
こ

ろ
で
、
収
集
し
た
史
料
の
整
理
は
そ
の
三
つ
の
分
野
の
い
ず
れ
に

属
す
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
わ
く
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

自
体
は
こ
こ
で
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

史
料
収
集
の
な
か
に
整
理
の
こ
と
も
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
ま
ず
、
そ
の
史
料
収
集
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
て

も
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
絞
っ
て

追
っ
て
み
る
。
最
初
に
史
料
収
集
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
述
べ
た
い
。

今
日
に
あ
っ
て
「
大
学
史
の
広
が
り
」
や
「
大
学
史
の
深
ま
り
」

は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
（
拙
稿
「
大
学
史
の
広
が
り
」
『
大

学
史
紀
要
・
紫
紺
の
歴
程
』
創
刊
号
、
同
「
『
大
学
史
の
広
が
り
』

を
考
え
る
」
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』
M
1
7
）
。
で
あ
る
か
ら
、
当

然
、
大
学
史
料
の
調
査
の
対
象
や
範
囲
も
多
様
化
し
、
拡
大
し
て

い
る
。
例
え
ぼ
収
集
の
対
象
と
す
る
も
の
が
文
書
・
写
真
・
新
聞

雑
誌
・
書
籍
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
建
築
物
・
調
度
品
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・
食
物
・
実
験
器
具
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
目
を
く
ば
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
最
近
、
関
係
者
の
努
力
に
よ
り

関
東
大
震
災
復
興
時
の
図
面
六
五
〇
点
が
当
室
に
寄
贈
さ
れ
た
。

目
録
後
掲
「
歴
史
編
纂
事
務
室
の
記
録
」
参
照
）
の
作
成
に
は
き

わ
め
て
難
航
し
た
。
と
く
に
土
木
学
・
建
築
学
の
知
識
が
必
要
な

こ
と
を
痛
感
し
た
。
収
集
の
項
目
も
学
校
教
育
の
分
野
だ
け
で
は

な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
た
と
え
ば
教
職
員
の
学
外
活
動
、
卒
業

生
の
業
績
等
々
、
増
大
の
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
学
校
教
育
内
で

あ
っ
て
も
制
度
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
生
寮
・
筆
記
用
具
・

サ
ー
ク
ル
活
動
等
、
つ
ね
に
社
会
史
・
生
活
史
的
な
事
柄
に
も
目

を
く
ば
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
対
象
地
域
は
大
き
く
学

内
と
学
外
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
部
局
程
度
で
は
収
ま
ら
な
い
。
ま
し
て
や
学
外
は
ま
す

ま
す
広
が
っ
て
い
る
。
近
年
、
当
室
で
は
「
校
友
」
・
「
地
域
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
卒
業
生
に
よ
る
地
域
の
啓
蒙
・
教
育
活
動
を

追
っ
て
い
る
た
め
、
地
方
・
地
域
の
史
料
を
探
し
求
め
て
い
る

（
当
報
告
集
・
第
1
9
集
「
明
治
大
学
と
校
友
（
1
）
」
）
。
国
内
だ
け

で
は
な
く
海
外
の
調
査
も
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
G
H
Q
占
領
期

の
文
書
は
戦
後
の
大
学
改
革
の
実
態
を
知
る
絶
好
の
史
料
で
あ
る
。

国
会
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
・
フ
イ
ル
ム
の
閲
覧
等
を
終
え
た
ら
、

ぜ
ひ
ア
メ
リ
カ
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
な
ど
に
出
向
く
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
明
治
大
学
の
場
合
、
創
立
者
の
パ
リ
大
学
留
学
時
の

こ
と
（
学
籍
簿
は
確
認
済
み
）
や
教
師
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
や
ア
ッ

ペ
ー
ル
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
史
料
調
査
を
す
べ
き
で
あ
る
。

例
を
あ
げ
て
も
き
り
が
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
学
史
料
の
世

界
は
ま
す
ま
す
広
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
問
題
は
常
に
鋭
い
眼
力
と
ワ
イ
ド
な
視
野
を
持
ち
つ
つ
、
自
ら

の
足
で
探
し
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
く
ら
今
日
は
情
報

化
社
会
と
は
い
え
、
情
報
機
器
の
前
に
座
っ
て
い
る
だ
け
で
は
史

料
は
近
寄
っ
て
こ
な
い
（
情
報
機
器
を
無
視
せ
よ
と
い
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
）
。
待
っ
て
い
て
も
史
料
は
集
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
、
前
述
し
た
こ
と
と
一
見
、
無
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
を

言
い
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ほ
ど
大
学
史
が
広
が
り
・
深
ま
る
と

自
然
に
自
ら
求
め
る
史
料
以
外
の
も
の
も
集
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で

ま
た
大
変
、
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。
学
内
事
務
室
の
移
転
の
た
め

に
廃
棄
し
た
い
が
一
度
見
て
ほ
し
い
と
連
絡
を
う
け
た
史
料
の
中

か
ら
貴
重
な
も
の
を
見
出
し
、
驚
く
と
と
も
に
感
激
し
た
こ
と
が

あ
る
。
年
度
末
に
退
職
さ
れ
る
方
々
が
思
い
出
の
も
の
を
寄
贈
し
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て
く
だ
さ
る
こ
と
も
あ
る
。
「
歴
史
編
纂
友
の
会
」
（
実
在
し
な

い
）
会
員
の
ご
と
く
古
書
の
情
報
を
連
絡
し
て
く
れ
た
り
、
中
に

は
個
人
で
購
入
し
て
ま
で
史
料
を
寄
贈
し
て
く
だ
さ
る
方
も
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
こ
と
も
た
だ
受
身
で
い
て
も
起
こ
る
こ
と
で

は
な
く
、
い
ま
ま
で
の
日
々
の
労
苦
の
積
み
重
ね
、
い
わ
ば
大
学

史
の
広
が
り
、
深
ま
り
の
結
果
で
あ
る
。

　
②
　
史
料
収
集
の
普
遍
化

　
史
料
収
集
に
は
担
当
者
の
情
熱
・
思
い
入
れ
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
。
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
と

し
て
史
料
収
集
の
普
遍
化
・
一
般
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て

難
物
で
あ
る
。
明
治
大
学
で
は
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
三
月

二
五
日
に
制
定
し
、
そ
の
後
、
幾
度
か
改
定
さ
れ
た
「
文
書
の
整

理
及
び
保
存
に
関
す
る
規
程
」
が
あ
る
。
そ
の
先
見
性
に
は
見
る

べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
第
九
条
2
　
各
部

署
長
は
、
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
文
書
が
歴
史
編
さ
ん
の
参
考
と
な

る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
総
務
部
歴
史
編
さ
ん
事
務
室
長
と
協

議
の
上
、
そ
の
処
理
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
肝
心

の
部
分
は
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
他

大
学
に
あ
っ
て
も
保
存
規
程
や
保
存
委
員
会
に
よ
る
史
料
収
集
体

制
の
こ
と
を
耳
に
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
機
能
し
て
い
る
話
を
聞

く
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
こ
と
は
大
学
史
の
分
野
だ
け
で
は
な
く
、

規
模
の
大
き
な
機
関
、
例
え
ば
県
立
文
書
館
ク
ラ
ス
で
も
苦
慮
し

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
「
文
書
が
流
れ
て
い
く
川
岸
で
海
に
流
れ

込
む
寸
前
、
係
員
が
柄
杓
で
汲
み
取
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

す
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
事
実
、
当
室
で
も
古
紙

回
収
日
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
日
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
史
料
が
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
収
納
さ
れ
る
の
に
こ

し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
な
ぜ
従
来
の
規
程
や
運
用

で
は
い
け
な
い
の
か
、
実
情
に
即
し
て
再
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
当
然
、
成
功
し
て
い
る
他
の
機
関
等
の
事
例
も
研

究
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
大
学
史
料
の
収
集
上
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
早
急
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
い
わ
ゆ
る
「
住
み
わ
け
」
の
問
題
で
あ
る
。
大
学
史
と
い
う
分

野
は
新
し
い
だ
け
に
そ
の
担
当
部
署
が
収
集
す
る
史
料
は
図
書
館

あ
る
い
は
博
物
館
、
さ
ら
に
は
学
部
資
料
セ
ン
タ
ー
な
ど
と
重
な

り
合
う
こ
と
が
あ
る
。
妥
当
な
表
現
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
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「
敵
は
内
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し

た
機
関
が
分
立
す
る
の
は
訳
が
あ
り
、
社
会
や
文
化
の
進
歩
の
証

で
あ
る
。
最
も
理
想
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
関
係
部
署
が
相
会

し
、
所
蔵
史
料
の
交
換
を
す
れ
ば
よ
い
が
、
事
は
容
易
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
従
前
か
ら
所
蔵
し
て
い
る
史
料
は
そ
の
部
署
の
ま
ま
と

し
、
相
互
利
用
の
方
法
を
検
討
す
る
、
そ
し
て
徐
徐
に
調
整
し
て

い
く
こ
と
の
方
が
解
決
が
早
い
。
と
は
い
え
、
今
後
の
史
料
収
集

の
方
針
に
つ
い
て
は
早
急
に
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
収
集
し
た
史
料
が
死
ん
で
し
ま
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
学
刑
事
博
物
館
が
史
料
の
現
地
保
存
を
重
視
し
、

散
逸
す
る
恐
れ
の
あ
る
文
書
を
古
書
店
を
通
じ
て
購
入
し
て
い
る

こ
と
は
大
い
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
全
て
が
そ
う
と
は
い
か

な
い
ま
で
も
、
や
は
り
史
料
の
原
蔵
者
や
地
域
の
史
料
館
（
あ
る

場
合
）
と
の
関
り
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
大
学
が
一

方
的
に
史
料
を
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
昔
話

に
し
た
い
。
無
理
や
り
に
原
史
料
の
収
集
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も

よ
い
の
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
進
歩
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
化
と

関
係
す
る
。
そ
れ
を
利
用
し
て
史
料
に
接
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
貸
借
等
の
体
制
を
整
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
学
内
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
当
室
で
も
、
学
内
各

部
署
か
ら
の
史
料
整
理
の
依
頼
が
多
い
。
例
え
ば
教
務
課
・
大
学

院
事
務
室
、
目
下
は
体
育
課
等
々
で
あ
る
。
整
理
し
た
史
料
は
入

力
し
、
原
史
料
は
当
面
、
原
課
に
置
き
、
状
況
を
み
て
、
当
室
に

移
管
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
史
料
の
収
集

に
水
を
さ
す
よ
う
な
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
利
的
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
大
学
史
料
に
つ
い
て
、
大
学
内
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

は
も
ち
ろ
ん
、
各
大
学
間
で
も
そ
れ
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ゆ
く
ゆ
く
は
全
国
大
学
史
情
報
セ
ン

タ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
設
立
し
て
、
情
報
交
換
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。　

③
　
史
料
の
整
理

　
何
を
ど
の
よ
う
な
目
的
で
収
集
す
る
の
か
は
、
そ
の
業
務
の
目

的
や
体
制
の
現
状
、
さ
ら
に
は
収
集
経
費
等
々
で
異
な
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
自
然
に
集
ま
る
史
料
と
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
や

環
境
な
ど
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
史
料
は
集
ま
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
整

理
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
は
大
学
史
料
の
分
類
の
仕
方
で
あ
る
。
か
つ
て
、
寺
崎
昌

男
氏
は
『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第
4
号
に
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

と
は
な
に
か
」
と
題
し
て
、
大
学
史
料
の
内
訳
を
整
理
し
た
。
そ

れ
は
次
の
一
〇
種
類
で
あ
る
。

①
　
大
学
運
営
の
歴
史
を
示
す
公
的
文
書
、
簿
冊
、
事
務
所
記
録
、

　
そ
の
他
の
文
書
。

②
　
大
学
内
諸
機
関
の
議
事
録
、
意
見
書
、
答
申
、
報
告
書
等
。

③
　
大
学
の
刊
行
す
る
年
報
、
要
覧
、
雑
誌
、
新
聞
、
広
報
紙
誌

　
等
。

ω
　
大
学
卒
業
生
の
卒
業
証
書
、
ア
ル
。
ハ
ム
、
講
義
ノ
ー
ト
、
伝

　
記
、
書
簡
等
々
（
と
く
に
当
該
大
学
に
関
係
あ
る
も
の
）
。

⑤
　
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
職
員
等
の
私
蔵
す
る
文
書
類
の
う

　
ち
、
と
く
に
大
学
に
関
係
す
る
も
の
。

⑥
　
大
学
設
立
者
、
寄
附
者
、
卒
業
生
な
ど
関
係
者
の
文
書
。

⑦
　
大
学
の
歴
史
を
示
す
記
章
、
門
標
、
記
念
品
、
ト
ロ
フ
ィ
ー
、

　
旗
、
制
服
、
制
帽
、
印
璽
等
々
の
物
品
。

⑧
　
大
学
に
関
す
る
写
真
、
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
フ
ィ
ル

　
ム
等
。

⑨
　
大
学
史
に
関
す
る
諸
刊
行
文
献
。

　
　
基
幹
部
分
は
ω
～
⑥
等
の
文
書
資
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
限

　
定
せ
ず
、
⑦
～
⑧
等
の
記
念
的
物
品
、
視
聴
覚
資
料
の
類
も
収

　
集
・
保
存
す
る
と
こ
ろ
に
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
特
色
が
あ

　
　
　
　
（
マ
　
マ
）

　
る
。
こ
の
ほ
か
、

q①

@
学
問
史
的
な
意
味
を
も
つ
実
験
器
具
、
研
究
室
製
作
品
、
報

　
告
書
等
。

　
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
「
大
学
史
編
纂
と
資
料
保
存
ー
現
状
と
課

題
1
」
と
題
し
、
共
筆
し
た
が
、
そ
の
中
で
「
資
料
の
収
集
と
整

理
」
や
「
大
学
資
料
の
性
格
」
と
い
う
項
を
設
け
た
（
『
記
録
と
史

料
』
恥
3
、
一
九
九
二
（
平
成
六
）
年
八
月
三
一
日
発
行
、
全
国

歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
）
。
そ
こ
で
は
収
集
資
料

の
整
理
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
ま
だ
大
学
史
料
整
理
の
方
法
論

は
定
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
史
料
収
集
の
範
囲
は
広
が
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
状
況
は
本
論
文
が
発
表
さ
れ
て
約

七
年
経
つ
今
日
で
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
は
、
大

学
史
料
は
毎
日
作
り
だ
さ
れ
、
多
量
に
収
集
さ
れ
て
い
る
の
が
現

実
で
あ
る
。

　
私
は
大
学
史
料
の
整
理
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
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簡
単
な
整
理
方
法
で
あ
る
こ
と
、
早
く
整
理
で
き
る
こ
と
、
し
か

も
整
理
結
果
（
例
え
ば
目
録
）
が
わ
か
り
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
形
態
分
類
を
中
心
と
し
、
そ
の
内
訳
は
次
の
六
種

だ
け
と
す
る
。
．

　
文
書
、
物
品
、
写
真
・
C
D
・
テ
ー
プ
、
書
籍
、
新
聞
・
雑
誌
、

そ
の
他

　
こ
の
「
そ
の
他
」
に
は
平
常
、
予
期
し
な
い
も
の
、
あ
る
い
は

そ
の
大
学
独
自
の
も
の
を
入
れ
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
数
量
が
最

も
多
い
文
書
の
場
合
は
こ
の
分
野
史
料
を
一
点
ず
つ
整
理
（
い
わ

ゆ
る
「
封
筒
の
上
書
き
」
な
ど
）
し
、
さ
ら
に
コ
ン
ピ
ュ
タ
ー
に

入
力
す
る
。
こ
の
整
理
や
入
力
の
際
、
内
容
の
デ
ー
タ
は
多
め
に

と
る
と
、
問
い
合
わ
せ
等
、
後
の
検
索
で
威
力
を
発
揮
す
る
。
ま

た
、
入
手
経
緯
、
素
材
、
形
状
あ
る
い
は
、
少
し
細
か
い
こ
と
で

は
あ
る
が
現
物
か
複
写
か
も
記
録
し
て
お
く
と
展
示
の
際
に
便
利

で
あ
る
。
収
納
場
所
も
付
記
し
て
お
く
と
よ
い
。
そ
れ
は
収
蔵
室

以
外
に
史
料
を
保
管
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、

そ
の
「
別
置
史
料
」
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
現
用
・
半
現
用
の

も
の
で
あ
る
。
資
料
6
5
は
教
務
事
務
部
の
史
料
を
、
資
料
6
7
は
大

学
院
事
務
室
の
も
の
を
整
理
し
た
時
の
目
録
の
目
次
で
あ
る
。
こ

の
場
合
は
ま
だ
業
務
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て

い
た
た
め
に
、
そ
の
部
署
の
業
務
内
容
に
合
わ
せ
て
分
類
し
、
整

理
を
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
項
目
分
類
の
方
式
で
あ
り
、
入
手
順

・
残
存
配
置
順
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
作
成
し
た
目
録
一
件
々
々

に
当
室
の
史
料
整
理
番
号
を
付
し
た
上
で
入
力
し
た
。
当
然
、
し

ぼ
ら
く
は
当
室
外
の
別
置
文
書
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
コ
ン

ピ
ュ
タ
ー
処
理
以
前
は
、
い
わ
ば
以
前
か
ら
近
世
史
の
関
係
者
で

行
わ
れ
て
い
た
項
目
に
よ
る
文
書
分
類
法
（
A
支
配
、
B
村
政

云
々
）
に
よ
っ
て
い
た
。
資
料
6
6
は
「
歴
史
編
纂
資
料
室
所
蔵
目

録
」
で
あ
る
が
、
昭
和
五
〇
年
代
の
は
じ
め
に
作
成
し
、
同
六
三

年
ま
で
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
志
社
大
学
の
も

の
な
ど
を
参
考
に
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
労
力
を
割
い
て
作

成
し
た
も
の
で
冷
り
、
一
定
の
有
用
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

今
と
な
っ
て
は
分
類
が
複
雑
で
あ
り
、
迅
速
処
理
に
欠
け
る
気
嫌

が
あ
る
。
ま
た
、
写
真
資
料
の
整
理
は
資
料
6
8
の
「
写
真
資
料
整

理
台
帳
」
（
「
九
九
五
年
三
月
三
［
日
）
の
よ
う
に
整
理
項
目
を

起
こ
し
て
、
項
目
単
位
で
写
真
を
ポ
ケ
ッ
ト
・
ア
ル
バ
ム
に
ま
と

め
て
収
納
し
て
き
た
。
し
か
し
、
目
下
は
ア
ル
バ
ム
「
冊
に
つ
き

一
小
項
目
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
の
竣
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工
式
」
で
ア
ル
バ
ム
一
冊
と
す
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
タ
イ
ト
ル
を

具
体
的
に
付
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
収
集
と
同
時
に
ア
ル
バ

ム
に
整
理
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
収
集
・
入
力
に
時
間

や
手
間
が
か
か
ら
な
い
。
あ
と
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
例
え
ば

「
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
」
で
検
索
す
れ
ば
よ
い
。
容
易
に
検
索
が
で

き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
も
、
あ
る
い
は
画
像
「
括
処
理
が

理
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
検
討
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
の
が
実
情

で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
史
料
整
理
上
、
注
意
す
べ
き
点
は
史
料
を
あ
ま
り
分

割
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
文
書
の
中
に
写
真
が
一
枚
は

さ
ま
れ
て
い
た
場
合
は
、
文
書
に
入
れ
、
写
真
（
ア
ル
。
ハ
ム
）
の

方
に
は
複
製
で
処
理
す
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
史
料
の
整
理
は
そ
の
後
の
保
存
・
活
用
の
た
め
の
手

段
で
あ
る
。
何
々
方
式
の
整
理
が
絶
対
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

広
い
視
野
と
状
況
に
応
じ
た
対
処
お
よ
び
利
用
の
し
や
す
さ
を
常

に
心
が
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

④
　
史
料
収
集
と
収
納
ス
ペ
ー
ス

他
の
史
料
館
や
文
書
館
を
見
学
す
る
こ
と
が
多
い
。

史
料
を
満

載
し
た
ト
ラ
ッ
ク
が
バ
ッ
ク
し
て
入
っ
て
き
て
、
史
料
を
ベ
ル
ト

コ
ン
ベ
ア
に
乗
せ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
隣
に
あ
る
燥
蒸
の
施
設
、
多

く
の
人
が
働
い
て
い
る
史
料
整
理
の
部
屋
、
向
こ
う
五
〇
年
間
は

大
丈
夫
と
い
う
保
存
庫
等
、
気
が
滅
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、

学
外
の
史
料
管
理
の
講
義
に
お
い
て
は
自
己
の
職
場
の
施
設
と
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
荘
然
自
失
の
状
態
に
陥
る
。

　
多
く
の
史
料
論
者
が
説
く
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
史
料
と
も
平
等

に
重
要
で
あ
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
全
て
の
史
料
を
の
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
現
実
に
は
不
可
能
な
こ

と
も
皆
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
史
料
の
選
別
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
選
別
を
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
い
ま

だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
り
、
決
定
打
は
出
て
い
な
い
。
と
す
る

と
、
こ
れ
も
ま
た
置
か
れ
た
状
況
や
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
対
処
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
当
室
の
収
蔵
室
（
「
資
料
室
」
）
は
駿
河
台
キ
ャ
ソ
パ
ス
A
地
区

校
舎
建
設
に
と
も
な
う
仮
の
場
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
す
で
に
満

杯
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
で
も
か
ん
で
も
収
蔵
す
る
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
史
料
は
欲
し
い
し
、
ま
た
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多
く
の
方
々
が
寄
贈
・
移
管
し
て
く
だ
さ
る
。
ま
た
、
史
料
は
図

書
館
な
ど
と
は
異
な
り
、
多
種
多
様
で
収
納
ス
ペ
ー
ス
を
よ
り
多

く
と
る
。
そ
う
し
た
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
ら
よ
い
の
か
、

日
夜
、
腐
心
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
目
下
、
私
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
当
面
は
寄
贈
や
移
管
を
し
て
く
だ
さ
る

も
の
や
自
動
的
に
移
管
さ
れ
る
も
の
は
全
て
受
け
入
れ
る
。
重
複

す
る
史
料
で
も
、
そ
の
よ
う
に
す
る
。
「
方
、
探
し
求
め
る
も
の

は
選
択
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
変
則
の
方
法
で
あ
り
、
一
日

も
早
く
広
く
堅
牢
な
収
納
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
て
、
収
集
制
限
を
解

除
し
て
い
く
べ
き
だ
と
自
戒
し
て
い
る
。
「
守
り
」
の
姿
勢
に
よ

る
史
料
収
集
に
前
進
は
少
な
い
。

む
す
び

　
本
稿
に
と
っ
て
「
む
す
び
」
と
か
「
ま
と
め
」
と
い
う
こ
と
ば

は
相
応
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
、
大
学
史
料
の
収

集
・
整
理
の
歴
史
は
浅
い
し
、
そ
れ
に
一
般
の
史
料
の
場
合
で
す

ら
定
立
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
と
こ
ろ
史
料
の
収

集
・
整
理
に
対
し
見
直
し
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
一
応
、
本
稿
で
は
い
さ
さ
か
の
問
題
提
起
を
し
て
き
た
の
で
、

そ
の
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
。

a
　
社
会
や
学
問
等
が
急
変
す
る
中
で
、
大
学
史
料
の
収
集
に
つ

　
い
て
、
今
一
度
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と

　
り
わ
け
、
大
学
史
料
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
そ

　
の
こ
と
に
関
っ
た
先
人
た
ち
の
努
力
の
過
程
を
再
認
識
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
史
料
な
く
し
て
大
学
史
な
し
で
あ
る
。

b
　
と
く
に
大
学
史
料
を
自
ら
探
し
求
め
る
姿
勢
が
第
一
で
あ
る

　
が
、
そ
れ
と
と
も
に
史
料
が
自
然
に
移
管
さ
れ
る
体
制
・
組
織

　
作
り
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

c
　
現
実
に
大
学
史
料
は
多
様
化
し
、
か
つ
急
増
し
て
い
る
。
収

　
集
の
上
で
そ
れ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
理
想
と
現
実
の
矛
盾
、

　
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
関
係
、
類
似
施
設
と
の
連
携
等
々
を
考
慮

　
し
、
広
い
視
野
と
柔
軟
な
姿
勢
で
対
応
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ

　
う
。
史
料
を
殺
さ
な
い
た
め
に
。

d
　
一
方
、
こ
う
し
て
複
雑
化
し
、
増
加
し
て
い
く
大
学
史
料
に

　
対
し
て
技
術
的
に
は
簡
単
で
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
ス
ピ
ー

　
デ
ィ
に
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

e
　
そ
う
し
て
し
っ
か
り
と
収
集
さ
れ
、
整
理
さ
れ
た
史
料
に
基
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つ
く
大
学
史
料
館
こ
そ
必
ず
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
場
、
情

　
報
発
信
基
地
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
各
大
学
史
料
館
の

　
中
核
と
な
る
全
国
、
ひ
い
て
は
世
界
の
大
学
史
情
報
セ
ン
タ
ー

　
と
い
う
場
も
必
要
と
な
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
を
さ
ら
に
端
的
か
つ
比
喩
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
樹
木
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
葉
や
花

（
年
史
、
展
覧
会
）
が
繁
茂
し
、
咲
き
ほ
こ
る
た
め
に
は
、
ま
ず

は
根
・
茎
（
史
料
収
集
、
整
理
）
の
存
在
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う

し
て
成
っ
た
樹
木
は
伐
採
・
製
材
（
大
学
改
革
）
に
よ
り
立
派
な

建
物
（
大
学
史
料
セ
ン
タ
ー
等
）
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
稿
は
個
人
的
な
論
考
で
あ
る
が
、
援
用
し
た
史
料
は

本
学
の
歴
史
編
纂
に
関
っ
た
多
く
の
方
々
の
努
力
の
結
果
と
し
て

の
も
の
で
あ
る
。
一
言
断
っ
て
お
く
と
と
も
に
改
め
て
感
謝
す
る

し
だ
い
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成
に
当
っ
て
は
現
室
員
の
指

導
と
協
力
に
よ
っ
た
。

・
年
号
お
よ
び
年
度
の
表
記
は
明
治
大
学
の
場
合
、
一
九
八
九
（
平
成

元
）
年
二
月
六
日
よ
り
、
原
則
と
し
て
西
暦
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ

た
（
「
文
書
の
作
成
基
準
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
」
）
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
年
月
以
前
は
元
号
の
次
に
カ
ッ

　
コ
を
付
し
て
西
暦
（
初
出
の
も
の
の
み
。
次
出
か
ら
は
元
号
の
み
）
、

以
後
は
西
暦
の
次
に
カ
ッ
コ
を
付
し
て
元
号
（
初
出
の
み
、
次
出
か

ら
は
西
暦
の
み
）
で
記
し
た
。
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㈱
・
本
文
中
の
資
料
番
号
お
よ
び
資
料
は
第
二
部
明
治
大
学
の
大
学
史
料

　
　
・
資
料
関
係
（
後
記
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。



第
二
部

明
治
大
学
の
大
学
史
料

●

資
料
関
係

・
各
史
料
の
番
号
（
M
）
は
「
明
治
大
学
歴
史
編
纂
関
係
資
料
一
覧
」
中
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

・
そ
の
一
覧
表
中
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
史
料
番
号
は
、
後
の
ペ
ー
ジ
に
史
料
紹
介
を
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

・
史
料
の
表
記
に
つ
い
て
は
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
最
低
限
の
範
囲
で
変
更
等
を
し
た
。

・
史
料
文
の
省
略
は
、
極
力
ひ
か
え
た
が
、
や
む
を
え
な
い
場
合
は
し
た
。
そ
の
場
合
は
「
（
略
）
」
と
し
た
。
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《文書》

明治大学歴史編纂関係資料一覧

1
9
日
3
4
【
D
6

　
　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

昭和34・4・1

　　34・5・14

　　34・6・11

　　34・6・22

　　34・7・21

34・12・24

　35・1・11

　35・2・22

　35・3・2

（35）・　4・30

　35・7・8

　35・9・20

（35）・　9。28

　35・6・1

　　35

（34ヵ35）

　37・5・21

（36ヵ37）

（37カ）

r明大校報』第1号　創立80年記念事業計画準備委員会

創立80周年記念事業計画（案）

r明大校報』第8号　創立80年記念事業計画準備委員会

『明大校報』第9号　創立80年記念事業計画準備委員会

明治大学創立八十年記念事業計画準備委員会答申書　（二）八十年

史の編纂および刊行

明治大学八十周年記念委員会綴

　委員会について（歴史編纂委員会）

　明治大学創立八十周年記念行事実施概要

　創立80周年記念祭実行についての組織

　創立80周年記念祭委員会について

　各委員会の現状（概要）について

　歴史編纂委員会経過報告（S35・9・5）

『明大校報』第23号　明治大学創立80周年記念行事実施概要

『明大校報』第27号　歴史編纂委員会報告

『明大校報』第30号　歴史編纂委員会

歴史編纂委員会開催通知

歴史編纂委員会開催通知

歴史編纂委員会開催通知

創立八十周年記念歴史編纂委員会開催通知

明治大学創立八十周年記念事業計画（五　歴史編さん）

明治大学校史編纂室規程案

明治大学校史編纂室規程案

『明大校報』第96号企画室および広報課の設置について

歴史編纂委員会規程（案）

歴史編纂室並びに歴史編纂委員会設置規程案
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O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

O
1
9
白
3
4

3
3
り
0
3
3
［
U
O
Q

3
3
ワ
●
8

9
」
9
0

39

40

1
2
Q
U

4
4
4

和
和

昭
昭

38・2・20

38・5・6

38・5・11

38・9・11

38・10・

38・11・14

38

39・6・17

39・11・11

40・4・20

40・4・22

40・6・15

43・3・25

44・12・8

53・5・18

53・12・16

56・7・17

56・7・28

56・9・2

60・5・31

60・9・23

61・12・

明治大学歴史編纂業務に関する資料保存方について（依頼）

座談会開催について“大学史編纂のあり方について”

座談会開催お〔ママ〕通知一大学歴史編纂のあり方について一

大学歴史編纂のための『座談会』開催について

大学歴史編纂委員会開催について

大学歴史編纂計画（案）

明治大学歴史編纂計画について（理事会提出資料）

大学歴史編纂室設置について（お願い）

大学歴史編纂計画

実行委員会議事録（第3回）一報告　法学部史に対する歴史側よ

りのアプローチー

実行委員会議事録（第4回）一座談会　長野理事長を囲んで一

第5回実行委員会記録（法学部史の構成等）

文書の整理及び保存に関する規程

昭和45年度業務の要点（皿歴史編纂について）

歴史編纂委員会資料Nα1　主要私立大学歴史編纂計画調査　第1

次報告

歴史編纂専門委員会議事録（第1回）

歴史編纂専門委員会議事録（（第22回）審議事項「大学史資料館」

構想の理事会提出について）

「大学史資料館」（仮称）について（お願い）

歴史編纂専門委員会議事録（第23回）（報告事項「大学史史料館」

について）

歴史編纂資料室の組織上の位置づけ及び大学資料館・大学資料館

事務室への移行について（お願い）

歴史編纂専門委員会議事録（第61回）（報告事項「大学史史料館」

設置について）

学校法人明治大学事務組織暫定規程

歴史編纂専門委員会規程（案）

歴史編纂資料室業務一覧図
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44　　　1992・10・27

45　　　1994・　4・　7

46　　　1994・10・20

47　　　1994・10・20

48　　　1995・　2。13

49　　　1996・　7・23

50　　1998・12・14

51　不明

52　不明

53　不明

54　不明

55　不明

56　不明

　《文献》

57　昭和58・3・31

58　昭和61・3・31

59　　　1987・　3・31

60　　　1992・　8・31

61　　　1994。　3・31

62　　　1994。　3・31

63　　　1997・　9。26

歴史編纂業務に関する1993年度計画書（2「大学史資料館」〈仮

称〉構想の実現化について）

「大学史料館」（仮称）設置について

「歴史編纂業務に関する1995年度計画書」（メモリアルホール構

想）

「大学史料保存・利用小委員会」（仮称）設置のお願い

明治大学大学史料委員会設置要綱

A地区23階記念ホール常設展示について

大学史料のミニ展示について（案）

明治大学歴史編纂室設置要項，歴史編纂専門委員会規程

歴史編纂に関する他大学調査

大学史刊行委員会規程（案）

歴史編纂委員会規程（案）

歴史編纂委員会設置要項（草稿）

歴史編纂室設置要項

『東京大学史紀要』第4号寺崎昌男「大学アーカイブスとはなに

か」（東京大学）

r明治大学百年史』第1巻　史料編1木村礎「編纂経過の概要」

（明治大学）

『東洋大学紀要』第5号木村礎「私立大学における年史編纂の現状

と問題点」（東洋大学）

『記録と史料No．　3澤木武美他「大学史編纂と史料の保存一現状と課

題一」（全国歴史資料保存利用機関連絡協議会）

『明治大学史紀要』第11号　中村雄二郎「近代史としての大学史」

（明治大学）

『明治大学史紀要』第11号鈴木秀幸「『明治大学百年史』編纂と「明

治大学の歴史展」について（明治大学）

r大学アーカイヴズ』Nα17鈴木秀幸rr大学史の広がり』を考え

　　　　　　　一24一



64　　　1998・　3。31

て」（全国大学史資料協議会）

『大学史紀要　紫紺の歴程』創刊号鈴木秀幸「大学史の広がり」

（明治大学）

　《その他》

65　昭和59・5・5

66　昭和50年代

67　　　1993・　6・11

68　　　1995・　3・31

教務課所蔵文書目録（1990年増補）

歴史編纂資料室所蔵文書目録

大学院所蔵文書目録

写真資料整理台帳

（注）　年号および年度の表記は明治大学の場合，1989（平成元）年2月6日より原則と

　　　して西暦を用いることとなった（「文書の作成基準等に関する規程の一部を改正

　　　する規程」）。よって，本稿もそれにならった。
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資料1

創立80年記念事業計画準備委員会

3月5日（木）

　記念事業中の建築事業に関する事項について審議した。

資料2

　　　　　明治大学

創立80周年記念事業計画（案）

企　画　課

34．5．14

　　　　　明治大学創立80周年記念事業計画（案）

（1）和泉記念会堂（仮称）の建設

（2）80年史の刊行および学術叢書の出版

（3）奨学金制度の再検討

（4）学術褒賞制度の創設（学術賞，文芸賞，スポーツ賞の制

　定）

（5）法律相談所の開設

⑥　中・小企業相談所の開設

（7）海外遠征（学術調査団の派遣）

⑧　記念映画の製作

　　　　　　　　　　　　　（略）

2　記念出版

　（1）明治大学80年史の編纂および刊行

　　光輝ある本学の80年の歩みを刊行物として発行し歴史を顧

　　みることは意義のあることである。

　　日本の私学の歩んだ道は決して坦々たる大道でなく，むし

　　ろ苦難の連続であった。80年の歴史を彩る先覚の苦心の賜

　　である今日の本学が，その先覚の遺業に思いをいたし，歴

　　史編纂に当ることは将来の本学の礎となる今日の我々がな

　　すべきことに重大なる反省を与えるものと思う。然しなが

　　ら，80年史の編纂は決して簡単なものではなく，現在最も

　　必要と考えられることは，従来各所に散在していた史料を

　　収集し，整理することである。

　　　このためには

　　（7）臨時独立の機関として歴史編纂所を設ける。

　　（t）この運営のために若干名の委員からなる歴史編纂委員

　　　会を組織する。

　　㈲　編集委員の構成は，主として歴史専門家をもって当

　　　て，その他学問に明るい者をふくめる。

　　（＝）編纂所には，専任または兼任の職員2名乃至3名を置

　　　き実務に当たらせる。

　　（t）編纂のため経費は，大学が負担する。

　　以上のことが実施方策として考えなければならない。
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資
料
3

昭
和
三
十
四
年
七
月
二
十
一
日

明
治
大
学
創
立
八
十
年
記
念
事
業
計
画
準
備
委
員
会
答
申
書

創
立
八
十
年
記
念
事
業
計
画
準
備
委
員
会

　
　
答
　
申
　
書

　
昭
和
三
十
三
年
八
月
十
一
日
付
を
も
っ
て
ご
諮
問
の
あ
り
ま
し
た
、
創

立
八
十
年
記
念
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
に
長
野
国
助
、
副
委
員

長
に
武
田
孟
・
後
藤
小
太
郎
が
選
任
さ
れ
、
以
来
数
次
に
わ
た
っ
て
会
議

を
開
催
、
慎
重
に
審
議
を
重
ね
て
、
漸
く
去
る
七
月
四
日
審
議
を
終
了
し
、

次
の
と
お
り
結
論
を
得
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
大
要
を
述
べ
て
答
申

い
た
し
ま
す
。

の
　
八
十
年
記
念
館
（
仮
称
）
の
建
設

　
本
大
学
の
創
立
八
十
年
を
記
念
す
る
も
の
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
事

　
業
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
記
念
館
の
建
設
は
、
最
も
ふ

　
さ
わ
し
い
事
業
と
し
て
、
多
く
の
委
員
の
要
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
何
分
に
も
地
域
や
予
算
に
制
限
が
あ
る
の
で
、
種
々
検
討
は
し

　
て
み
た
が
、
結
局
次
の
よ
う
な
計
画
に
落
着
い
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
本
計
画
は
、
本
学
に
最
も
由
緒
の
深
い
駿
河
台
の
一
角
に
、
記
念

　
館
を
建
て
よ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
趣
旨
で
あ
っ
て
、
ま
ず
建
設
用
地

　
に
は
現
在
の
四
号
館
あ
と
を
こ
れ
に
当
て
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

　
意
見
の
一
致
を
み
ま
し
た
が
、
建
物
お
よ
び
収
容
施
設
に
つ
い
て
は
、

　
駿
河
台
の
中
心
的
建
物
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

　
ト
造
、
地
上
八
階
、
地
下
一
～
二
階
建
程
度
の
も
の
、
建
坪
三
四
〇
坪
、

　
延
約
三
、
○
○
○
坪
の
建
物
が
適
当
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
内
部
に
お
け

　
る
施
設
に
つ
い
て
も
、
種
々
と
論
議
い
た
し
ま
し
た
が
、
総
長
室
、
理

　
事
長
室
を
は
じ
め
大
学
本
部
を
集
中
統
合
す
る
ほ
か
、
記
念
ホ
ー
ル
等

　
を
収
容
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
あ

　
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
進
行
中
の
総
合
計
画
と
の
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関
連
も
あ
り
ま
す
の
で
、
具
体
的
な
立
案
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
そ
の

　
間
の
調
整
を
計
ら
れ
る
よ
う
希
望
い
た
し
ま
す
。

口
　
記
念
刊
行
物
の
出
版

　
1
　
八
十
年
史
の
編
纂
お
よ
び
刊
行

　
　
八
十
年
記
念
事
業
の
う
ち
に
、
本
学
の
八
十
年
の
歴
史
を
編
纂
し
、

　
　
記
念
刊
行
物
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
、

　
　
事
業
の
項
目
の
中
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
行
に
当
た
っ
て
は
、

　
　
専
門
家
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
編
纂
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
妥
当
と
考

　
　
え
ま
す
。

　
2
　
学
術
叢
書
の
出
版

　
　
本
学
創
立
八
十
年
を
記
念
し
て
、
本
学
の
学
問
の
真
価
を
世
に
問
う

　
　
学
術
叢
書
の
刊
行
は
、
ま
こ
と
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時

　
　
に
、
記
念
事
業
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
　
こ
の
実
行
に
当
っ
て
も
、
専
門
委
員
会
を
設
け
て
検
討
す
る
こ
と
が

　
　
適
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

日
　
奨
学
金
制
度
の
創
設

　
本
委
員
会
は
、
本
学
が
教
育
の
府
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
、
学
生

　
の
育
英
奨
学
金
制
度
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
識
し
、
現

　
在
本
学
が
行
な
っ
て
い
る
貸
与
制
度
の
ほ
か
に
、
母
校
出
身
教
授
の
養

　
成
と
、
全
国
の
俊
秀
を
集
め
て
社
会
的
に
有
益
な
人
材
を
育
成
す
る
こ

　
と
を
目
的
と
す
る
奨
学
金
制
度
の
創
設
を
記
念
事
業
の
一
環
に
加
え
る

　
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
具
体
化
に
つ
い
て

　
は
、
前
項
同
様
、
専
門
委
員
会
を
設
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考

　
え
ら
れ
ま
す
。

四
　
学
術
調
査
団
の
派
遣

　
1
　
海
外
調
査

　
　
本
計
画
は
創
立
八
十
年
を
記
念
し
て
、
国
際
的
規
模
を
も
つ
学
術
調

　
　
査
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
要
は
、
本
学
の
民
族
・
孝
古
学

　
　
・
地
理
学
等
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
と
、
体
育
会
山
岳
部
を
も
っ
て
組
織

　
　
す
る
調
査
団
を
ア
ラ
ス
カ
に
派
遣
し
、
新
旧
大
陸
に
お
け
る
民
族
・

　
　
文
化
の
交
流
移
動
の
調
査
を
中
核
と
し
、
あ
わ
せ
て
マ
ッ
キ
ン
レ
ー

　
　
連
峯
の
登
頂
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
委
員
会

　
　
は
、
本
学
の
学
術
振
興
の
た
め
に
も
、
ま
た
八
十
年
記
念
事
業
と
し

　
　
て
も
、
有
益
な
る
事
業
で
あ
る
と
考
え
、
採
択
い
た
し
ま
し
た
。
こ

　
　
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
、
万
全
の
準
備
を
整
え
有
効
な
る
成
果
を
期

　
　
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
2
　
国
内
調
査

　
　
本
件
は
、
学
生
会
か
ら
の
要
望
に
よ
り
本
委
員
会
が
採
択
し
た
事
項

　
　
で
あ
っ
て
、
本
学
の
教
育
研
究
ス
タ
ッ
フ
と
学
生
お
よ
び
校
友
の
協

　
　
力
に
よ
り
、
国
内
に
お
い
て
総
合
学
術
調
査
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

　
　
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
計
画
を
成
功
に
導
く
た
め
に
は
、
ま

　
　
ず
も
っ
て
有
効
適
切
な
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

　
　
の
で
、
こ
れ
が
具
体
化
の
た
め
に
、
早
急
に
専
門
委
員
会
を
組
織
す

　
　
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

㈲
　
学
生
会
館
の
設
置

　
本
件
は
、
学
生
会
の
要
望
に
よ
り
、
現
八
号
館
を
改
装
整
備
し
て
、
学

　
生
会
館
と
す
る
こ
と
を
、
記
念
事
業
の
一
環
に
加
え
る
旨
承
認
し
た
事

　
項
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
六
年
以
降
使
用
で
き
る
よ
う
改
装
工
事
を
推
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進
さ
せ
る
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

因
　
校
友
会
館
（
仮
称
）
の
設
置

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
校
友
会
か
ら
の
要
望
に
ょ
り
、
種
々
検
討
い
た
し

　
ま
し
た
が
、
総
合
計
画
に
よ
る
教
育
施
設
の
整
備
充
実
に
応
じ
、
現
小

　
川
町
校
舎
を
改
装
し
、
こ
れ
を
学
校
法
人
が
所
有
管
理
す
る
校
友
会
館

　
に
転
用
す
る
と
い
う
従
来
の
方
針
の
実
行
を
記
念
事
業
の
一
環
に
加
え

　
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

㈹
　
映
画
の
製
作

　
本
件
は
、
当
初
、
昭
和
三
十
四
年
度
予
算
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ

　
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委
員
会
は
、
映
画
の
製
作
を
記
念
事
業
の

　
↓
環
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
妥
当
と
考
え
承
認
い
た
し
た
も
の
で
あ

　
り
ま
す
。

な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
事
業
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
財

政
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
も
各
議

案
審
議
の
過
程
に
お
い
て
募
金
の
規
模
や
方
法
等
に
つ
い
て
、
種
々
論
議

を
い
た
し
ま
し
た
が
、
結
論
と
し
て
、
法
人
・
校
友
・
教
職
員
お
よ
び
学

生
父
兄
を
対
象
と
し
、
分
割
ま
た
は
一
括
払
、
募
金
目
標
二
～
二
億
五
千

万
円
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
募
金
計
画
の
重
要
性
に

鑑
み
、
適
正
な
規
模
と
方
法
等
を
規
制
す
る
具
体
的
な
募
金
計
画
を
樹
立

す
る
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。
最
後
に
本
事
業
計
画
を
具
体
化
す
る
た

め
に
、
記
念
事
業
実
行
委
員
会
お
よ
び
こ
れ
に
付
属
す
る
専
門
委
員
会
を

早
急
に
組
織
す
る
よ
う
重
ね
て
要
望
し
、
本
計
画
に
関
係
す
る
資
料
を
添

付
し
以
上
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
答
申
と
い
た
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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資料6－1
　　　　　創立80周年記念祭実行についての組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．1．24

e　創立80周年記念祭総務委員会の構成

　総長を委員長とし，委員は次のものから選び，人員は，100

　名以内とする。

　A　理事，監事，各学部長，大学院長，短期大学長，教務部

　　長，学生部長，学校長

　B　教職員及び評議員から若干名

　C　校友会役員から若干名

　D　学生から若干名

　E　校友の政界，財界，官界，法曹界，報道諸関係等から若

　　干名

D　顧　問

　記念祭並びに募金について，顧問若干名を置く。

　　各部委員会の構成

　（ア）式典準備委員会

　　総務担当理事を委員長とし，学内から15名（一部学生3

　　名，二部学生2名を含む），学外から5名をもって構成

　　し，式典並びに諸行事の企画をする。

　曾）80周年記念館建設委員会

　　財務担当理事を委員長とし，総合計画委員並びに校友から

　　若干名，工学部建築科教授1名，管財課長をもって構成す

　　る。

　㈲　歴史編さん委員会

　　図書館長を委員長とし，教職員（文学部史学関係教員1名

　　を含む）並びに校友から若干名，司書長をもって構成す

　　る。

　◎＝）学術そう書出版委員会

　　学長を委員長とし，一部，二部教務部長，各教授会から2

　　名，短大1名及び教務課長をもって構成する。

　㈹　奨学金制度委員長

　　教務担当理事を委員長とし，一部，二部教務部長，学生部

　　長，各教授会から2名，短大1名及び学生課長をもって構

　　成する。

　（h）学術調査委員会

i
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っ
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　　A　アラスカ学術調査委員会

　　　学長を委員長とし，武田孟，渡辺操，杉原荘介，泉靖

　　　一，多田文男，岡山俊雄，岡正雄，小笠原義勝，交野武

　　　一，後藤大策，大塚博美及び企画課長をもって構成す

　　　る。

　　B　国内学術調査委員会

　　　学長を委員長とし，学部長，大学院長，短期大学長，研

　　　究所長（人文，社会，科学技術），一部，二部教務部

　　　長，教務課長及び学生5名（一部3名，二部2名）を

　　　もって構成する。

　㈹　映画製作委員会

　　大木直太郎を委員長とし，後藤小太郎，宗京奨三，堀江史

　　朗，菅井幸雄，野口鶴吉，加賀二郎及び企画課長をもって

　　構成する。

　（ク）校友会館設置委員会

　　総務担当理事を委員長とし，総合計画委員並びに校友会役

　　員から若干名，工学部建築科の教授1名，校友課長及び管

　　財課長をもって構成する。

　㈲　学生会館設置委員会

　　教務担当理事を委員長とし，学生部長，学生部委員3名，

　　総合計画委員2名，工学部建築科教授1名，学生課長，二

　　部学生課長，管財課長及び学生5名（一部3名，二部2

　　名）をもって構成する。

四　80周年記念募金委員会

　（7）委員長及び副委員長

　　募金委員会の委員長は理事長とし，委員長のほかに，副委

　　員長を2名から4名を置く。

　（／）構成員

　　募金委員は，法人対象，校友対象並びに教職員学生父兄対

　　象の三部門から選び，その人員は150名以内とする。

　㈲　常任委員会

　　募金委員会は，臨時の処置をするために上記150名の委員

　　のうちから若干名を選んで，常任委員会を作り，募金委員

　　会の推進機関とする。

　（＝）実行委員

　　募金活動を拡大強化するため，全国にわたって，4，000名

　　程度の実行委員をお願いする。

　㈲　募金目標　　5億円とする。

㈲　委員の交替

　（7）役職により，委員を委嘱されte者が，役職員の改選その

　　他事故によって，その役職を失った場合は，後任の役職員

　　が，委員の職を踏襲するものとする。

　（d）評議員として，委員を委嘱された者が，評議員の資格を

　　失った場合は，後任の評議員のうちから適任者を委嘱す

　　る。

　（V）上記二項の場合においても，特に必要ある者について

　　は，役職等にかかわらず委員として留任することがある。

因　事務局

1
円
゜
弓
ー



（ア）構　成

　総務課長を局長とし，参与として各課長並びに，職員若干

　名をもって構成する。

（i）業務区分

　A　総務（各種委員会の庶務事項処理）

　B　募金（募金に関する業務と金銭出納業務）

　C　企画（全般の企画，調査）

（V）参与名

　宮田，水越，総務課長，企画課長，会計課長，管財課長，

　校友課長，事業課長，教務課長，二部教務課長，学生課

　長，二部学生課長，体育課長及び就職課長

灘
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資料6－2
　　　　　　　　　　委員会について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．12．24

◎　創立80周年記念祭総務委員会

　創立80周年記念祭総務委員会は，創立80周年記念祭遂行の総

　括的協力の機関である。

　会務推進のため常任委員会を設ける。

1．式典準備委員会

　式典準備委員会は，祝典，表彰，慰霊祭，講演会，体育際，

　演芸，展覧会等の諸行事を計画し，任務を終る。

2．80周年記念館建設委員会

　80周年記念館建設委員会は，記念館（4号館）の構想完了を

　もって（昭和35年4月末日まで），任務を終る。

3．歴史編さん委員会

　歴史編さん委員会は，80年史を編さんする。（3か月以内に

　て脱稿すること）

4．学術叢書出版委員会

　学術叢書出版委員会は，市販性のある80周年記念叢書を，監

　修出版すること。

5．奨学金制度委員会

　奨学金制度委員会は，奨学金制度の立案をもって終る。

6．　アラスカ学術調査委員会

I
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ー



　アラスカ学術調査委員会は，アラスカ地域総合学術調査を計

　画し，実行のうえ調査報告書の提出をもって終る。

7．国内学術調査委員会

　国内学術調査委員会は，国内の学術調査を計画し，実行のう

　え調査報告書の提出をもって終る。

8．映画製作委員会

　映画製作委員会は，本学の記録映画を製作すること。　（業者

　からの作品納入をもって終る）

9．校友会館設置委員会

　校友会館設置委員会は，校友会館としての，適切な使用計画

　を立案すること。

10，学生会館設置委員会

　学生会館設置委員会は，学生会館としての，適切な使用計画

　を立案すること。
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6－3
歴史編さん委員案

　　　　　　　34．12．

委員長　島　田　正　郎

　　　　　（印南　博吉）
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学術叢書出版委員案

　　　　　　　34。12．
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各
委
員
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
②
　
さ
し
せ
ま
っ
て
当
委
員
会
の
任
務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
今
秋

催
さ
れ
る
八
十
周
年
記
念
式
典
ま
で
に
い
か
な
る
方
式
に
よ
る
校
史
を
編

さ
ん
す
る
か
に
集
中
し
て
審
議
し
た
結
果
、
比
較
的
簡
単
な
画
報
式
の
も

の
を
作
成
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。

　
口
　
画
報
式
の
も
の
を
編
さ
ん
す
る
に
あ
た
っ
て
予
算
、
方
式
、
編
集

内
容
等
に
つ
い
て
は
、
慶
応
義
塾
大
学
の
「
図
説
慶
応
義
塾
百
年
小
史
」

や
、
日
本
大
学
の
「
日
本
大
学
創
立
七
十
年
記
念
」
等
を
参
考
と
し
て
意

見
が
交
換
さ
れ
、
次
の
通
り
決
定
さ
れ
た
。

　
ω
　
編
さ
ん
方
式
は
、
前
記
の
慶
応
義
塾
大
学
と
日
本
大
学
の
中
間
位

と
す
る
。

　
②
　
編
集
内
容
は
、
大
学
の
現
況
に
つ
い
て
、
三
十
頁
、
歴
史
編
に
つ

い
て
六
十
頁
前
後
と
し
、
写
真
説
明
と
小
史
と
記
入
す
る
。

　
③
　
部
数
は
、
三
万
五
千
部
を
作
成
す
る
予
定
と
す
る
。
な
お
製
作
費

は
慶
応
式
の
も
の
で
、
五
千
部
作
成
の
場
合
は
一
部
に
つ
き
四
百
円
か
ら

四
百
五
十
円
、
三
万
部
作
成
の
場
合
は
二
百
五
十
円
か
ら
二
百
七
十
百
位

と
さ
れ
る
。

　
⇔
　
そ
こ
で
各
委
員
は
、
資
料
を
蒐
集
し
、
編
集
は
小
林
定
義
委
員
が
、

中
心
と
な
っ
て
七
月
中
旬
に
試
案
が
作
成
さ
れ
、
直
ち
に
理
事
会
に
報
告

さ
れ
た
。

　
そ
の
後
資
料
の
選
択
等
、
細
部
に
わ
た
っ
て
、
整
理
、
調
査
さ
れ
て
現

在
印
刷
所
を
選
定
中
で
あ
る
。
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　号館（教室，研究室等収容）鉄骨，鉄筋コンクリートの

　建物，約2，500坪を建設する。

（V）学生会館の設置

　神田駿河台の既存建物を改装，整備して，学生会館に改

　造することを促進する。

（＝）校友会館の設置

　創立80周年を期して，教育施設の充実をはかるととも

　に，長年の懸案である校友会館の設置を促進する。

（t）奨学金制度の創設

　現行奨学金制度のほかに，母校出身教授の養成と社会的

　な有為な人材の育成を目的とするあらたな構想の奨学金

　制度を創設する。　　　　　　　　　　　　　　　　，

㈲　記念出版

　1　80年史の編さんおよび刊行。

　2　学術叢書の出版

㈲　学術調査団の派遣

　1　海外調査

　　本学の民族学，孝古学のスタッフと体育会山岳部を

　　もって組織する調査団をアラスカに派遣し，新旧大陸

　　の民族・文化の交流・移動の調査を行ない，あわせて

　　マッキンンー山登頂を実施する。

（ク）国内調査

　本学の教育・研究スタッフと学生および校友の協力によ

　り，国内総合学術調査を行なう。

㈲　映画の製作

　大学1年の生活記録を中心として80周年記念映画を製作

　する。

（コ）記念祝典の挙行

　昭和35年11月に，80周年記念祝典を挙行する。

（V）その他

歴史編さん委員

委員長

委　員

〃
　
〃
　
　
　
1
1

　
　
　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

剖博南仰郎
薫
策
三
吾
男
寿
義
行
嗣

　
　
代

正
　
未
奨
省
保
　
定
政
藤

田
井
　
京
藤
川
口
林
井
村

　
日

島
春
関
宗
伊
田
川
小
筒
奥

資料8
歴史編纂委員会

01月22日（金）

昭和34年12月21日
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郵便はがき

田
　
川
　
保
　
男
　
　
殿

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台

　
　
　
明
　
　
治
　
　
大
　
　
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

@　

d
話
東
京
禦
｛
㈹
㎜
㈹
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
歴
史
編
纂
委
員
会
開
催
通
知

一、

ﾆ
　
き
　
　
九
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
三
時
か
ら

一、

ﾆ
こ
ろ
　
　
本
館
第
二
会
議
室

一、

c
　
題
　
　
記
念
画
帳
中
止
の
こ
と
に
つ
い
て

右
ご
出
席
く
だ
さ
る
よ
う
ご
通
知
し
ま
す
。

九
月
二
十
日

歴
史
編
纂
委
員
会

　
　
委
員
長
　
　
島

田
　
正
　
郎

資
料
1
5

　
　
明
治
大
学
校
史
編
纂
室
規
程
案
（
昭
和
三
十
五
年
　
月
制
定
）

第
一
条
　
明
治
大
創
立
八
十
周
年
記
念
校
史
編
纂
室
を
設
置
す
る
。

第
二
条
　
校
史
編
纂
室
は
創
立
八
十
周
年
記
念
事
業
の
一
機
関
と
し
、

　
　
　
　
　
そ
の
設
置
期
間
は
昭
和
三
十
五
年
　
月
よ
り
昭
和
三
十
八
年

　
　
　
　
　
　
月
に
至
る
三
力
年
と
す
る
。
期
間
中
に
「
明
治
大
学
八
十

　
　
　
　
　
年
史
」
を
刊
行
す
る
。

第
三
条
　
編
纂
室
に
編
纂
委
員
長
、
編
纂
委
員
、
編
纂
室
員
、
並
び
に

　
　
　
　
　
編
纂
顧
問
を
置
き
、
学
長
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
四
条
　
編
纂
委
員
長
は
編
纂
に
関
す
る
一
切
の
事
業
を
統
轄
し
、
編

　
　
　
　
　
纂
委
員
会
を
招
集
、
主
催
す
る
。

第
五
条
　
編
纂
委
員
（
若
干
名
）
は
委
員
会
を
開
き
、
編
纂
の
基
本
方

　
　
　
　
　
針
を
決
定
し
、
資
料
の
収
集
、
検
討
に
当
り
、
編
纂
室
員
を

　
　
　
　
　
指
揮
し
、
編
纂
委
員
長
と
共
に
編
纂
に
関
す
る
責
任
を
負
う
。

第
六
条
　
編
纂
室
員
（
三
名
）
は
専
任
と
し
、
編
纂
委
員
会
の
指
揮
に

　
　
　
　
　
よ
り
編
纂
実
務
に
当
る
。

第
七
条
　
編
纂
室
員
中
よ
り
主
事
（
一
名
）
を
定
め
る
。
主
事
は
室
員

　
　
　
　
　
と
し
て
の
実
務
に
当
る
と
共
に
、
編
纂
に
関
す
る
事
務
を
運

　
　
　
　
　
営
す
る
。
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★通　知★

企画室および広報課の設置について

　このたび，企画室および広報課を設置することになり，次の

要領にもとついて5月1日から実施することになりました。

企画室および広報課設置要項

1　主　旨

　一貫した経営方針にもとついて恒久的施策を樹立する必要と

当面する懸案諸事項を逐次解決する具体的立案を推進するため

の事務機関として企画室を設ける。

2　機関の性格

　理事会の直結機関とし，理事会の定める特定事項ならびに必

要とされる諸事項の資料蒐集調査立案をする。

3　構　成

　（1）職員7名前後をもって構成する。

　（2）室長をおき，事務の指揮，監督をする。

　（3）調査事項および事項が数項におよぶときには，人員の増

　　減を行なう。

　（4）構成員のための職員全体の増員は差し当たって行わず，

　　現在員中より任命する。

4　業　務

　（1）調査事項に関して，総合的な検討をおこない，立案のた

　　めの資料を整理する。

　②　調査事項検討の必要によっては専門家の指導をうけて現

　　状分析をおこない資料を整理して立案する。

5　企画室設置にともなう措置

　（1）現企画課所管業務のうち下記のものは新たに広報課を設

　　けて移管する。

　　ア　校報，季刊明治など広報誌の発行に関する事項

　　イ　学生募集をはじめ，大学関係事項の宣伝，広告に関す

　　　る事項

　　ウ　明大歴史編纂に関する事項

　　工　維持費募集に関する事項

－
卜
o
っ
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歴
史
編
纂
委
員
会
規
程
（
案
）

第
一
条
　
　
「
明
治
大
学
史
」
刊
行
の
た
め
、
史
資
料
の
収
集
、
整
理
並

　
び
に
編
纂
業
務
を
行
う
た
め
、
法
人
に
歴
史
編
纂
委
員
会
（
以
下
委
員

　
会
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
二
条
　
委
員
会
は
、
総
長
の
外
若
干
人
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

2
　
総
長
以
外
の
委
員
は
、
歴
史
編
纂
に
関
す
る
専
門
的
智
識
あ
る
学
識

　
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。

3
　
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
三
条
　
委
員
会
に
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
一
人
を
置
く
。

2
　
総
長
は
、
委
員
長
と
す
る
。

3
　
副
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
る
。

第
四
条
　
委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
長
と
な
り
会
務
を
統
括
す
る
。

2
　
副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の

　
職
務
を
代
理
す
る
。

第
五
条
　
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

第
六
条
　
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
委
任
す
る
を
妨

　
げ
な
い
。

第
七
条
　
歴
史
編
纂
に
つ
い
て
諮
問
す
る
た
め
必
要
あ
る
場
合
は
、
委

　
員
会
に
編
纂
顧
問
（
以
下
顧
問
と
い
う
。
）
若
干
人
を
置
く
こ
と
が
あ

　
る
。

2
　
顧
問
は
、
本
学
の
歴
史
に
精
通
し
た
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
、
委

　
員
会
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。

第
八
条
　
顧
問
の
委
嘱
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
委
嘱
す
る

　
を
妨
げ
な
い
。

第
九
条
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
，
委
員
会
に
事
務
室
を

　
置
く
。

第
十
条
　
事
務
室
に
専
任
の
室
員
　
　
人
を
置
き
、
う
ち
一
人
を
事
務

　
主
任
と
す
る
。

2
　
事
務
主
任
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
事
務
室
の
事
務
を
掌
理
し
、

　
室
員
を
指
揮
、
監
督
す
る
。

3
　
室
員
は
、
編
纂
室
の
事
務
を
整
理
す
る
。

第
十
一
条
　
事
務
主
任
及
び
室
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
　
付
　
則

1
　
こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
当
分
の
間
事
務
室
は
、
企
画
課
内
に
併
置
す
る
。
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座
談
会
開
催
に
つ
い
て

　
”
大
学
史
編
纂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
”
（
案
）

趣
旨
　
大
学
史
編
纂
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
、
専
門
家
及
び
各
有
識
者

　
　
の
方
々
の
意
見
を
伺
い
、
編
纂
事
業
の
よ
り
一
層
の
推
進
を
は
か
る

　
　
た
め
に
座
談
会
を
開
催
す
る
。

出
席
依
頼
者

　
口
　
　
　
　
　
事

　
力
　
藤
　
理

史
学
科
関
係

会

場高木遠圭渡宗

　島村藤室辺京

　先先先先先先

　生生生生生生

大
　
木
　
理
　
事

図
書
館
長

　
印
　
南
　
先
　
生

司
書
長

　
奥
　
村
　
先
　
生

　
本
館
　
第
一
会
議
室

日
時

　
五
月
十
六
日
（
木
）
午
後
五
時

昭
和
三
十
八
年
五
月
六
日

（
予
定
）

主
催

　
広
報
課
長

　
　
　
歴
史
編
纂
係
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資料25

　　　　　　　　大学歴史編纂計画（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和38年11月14日

1．大学歴史編纂の基本方針の確立

　　“専門委員会”自体としての独立方針を確認し，編纂室業

　務の推進をはかる。

2．編纂室業務の基礎作業について

　（1）史料収集について

　　ア　明治大学に関する原史料の収集及びその保存対策

　　　（7）現存せる大学直接関係文書

　　　　　（故伊藤省吾氏所蔵文書）一仮目録の作成

　　　　　年次累積文書の整理・保存対策一各学部事務室との

　　　　連絡

　　　（イ）間接的学校関係文書

　　　　　新聞，雑誌，著作，絵図，写真等々

　　　　（史料所在）

　　　　　東大明治新聞雑誌文庫

　　　　　東大新聞研究所

　　　　　東大法学部史料室

　　　　　国会図書館憲政史料室

　　　　　内閣文庫

　　　　　最高裁判所図書館

　　　　　中央大学図書館（西園寺文庫）

　　　　　立命館大学図書館（西園寺文庫）

　　　　　早稲田大学社会科学研究所（大隈文書）

　　　　　各大学編纂室及び資料室

　　　（V）文献以外の資料収集・保存及びその対策

　　　　　座談会録音テープ，フイルムライブラリー

　　　（＝）設立者，功労者等の伝記・著作等の収集

　　イ　近代教育史関係資料

　　　（ア）教育史，教育制度史等

　　　曾）他校大学史の収集，各編纂室との交流

　　ウ　近代史に関する全般的史料収集

　　　例　（7）創設期における民権運動の実体的把握を意図し

　　　　　　た史料収集

　　　　　（／）民法典論争期における諸文献

　　　　　㈲　大学令をめぐる時期の諸史料

　　　　　（＝）戦時体制化における諸問題一軍教問題，赤化争

　　　　　　件問題等

　②　大学史年表の作成

　（3）中間報告書の刊行（新4ケ年計画として）

3．編纂実行計画について

　　ア　年次計画書の作成

　　　（7）　“大学史”の段階区分について

　　　（／）担当者の責任分担について

4．その他

I
O
寸
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資
料
2
6

（
理
事
会
提
出
資
料
）

　
昭
和
三
十
八
年

月
　
　
　
［
［
［

明
治
大
学
歴
史
編
纂
計
画
に
つ
い
て

広
　
報
　
課

　
　
歴
　
史

編
　
纂
　
係

　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
過
日
、
広
報
課
長
主
催
の
も
と
に
関
係
理
事
・
歴
史
専
門
家
等
に
よ
る

座
談
会
「
大
学
史
編
纂
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。

　
出
席
者
　
大
木
理
事
、
印
南
図
書
館
長
、
宗
京
教
授
、

　
　
　
　
　
渡
辺
（
保
）
教
授
、
圭
室
教
授
、
遠
藤
教
授
、
木
村
教
授
、

　
　
　
　
　
永
野
総
務
課
長
、
内
薗
広
報
課
長
、

　
欠
席
者
　
加
藤
理
事
、
奥
村
司
書
長
、
高
島
専
任
講
師
、

　
こ
こ
で
問
題
と
し
て
出
さ
れ
た
の
は
大
き
く
わ
け
て
二
つ
に
し
ぼ
ら
れ

て
い
た
。

　
即
ち
、
一
つ
は
大
学
史
編
纂
の
基
本
的
態
度
で
あ
り
、
他
方
は
そ
の
具

体
的
対
策
の
問
題
で
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
は
こ
の
問
題
を
更
に
深
め
、
近
代
史
の
中
に
お
け
る
学

校
史
の
問
題
を
ど
の
様
に
位
置
づ
け
る
の
か
、
又
学
校
行
政
の
中
に
お
け

る
“
大
学
史
編
纂
”
の
制
度
的
な
も
の
を
ど
の
様
に
お
い
た
ら
よ
い
の
か

と
言
っ
た
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
必
然
的
に
そ
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
対
策
に
投
影

さ
れ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
論
議
は
専
ら
そ
こ
に
集
中

さ
れ
る
格
好
と
な
っ
た
。

　
こ
玉
に
お
い
て
結
論
さ
れ
た
こ
と
は
、
至
急
に
歴
史
編
纂
室
の
設
置
及

び
、
歴
史
編
纂
専
門
委
員
会
の
組
織
作
り
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
故
、
こ
の
基
本
線
に
そ
っ
た
形
で
実
施
計
画
書
を
作
成
し
た
。
よ

ろ
し
く
御
討
議
下
さ
い
ま
し
て
実
施
方
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
第
一
章
　
大
学
歴
史
編
纂
の
基
本
的
態
度

　
先
づ
、
歴
史
編
纂
を
進
め
る
前
提
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
歴
史
編

纂
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
・
視
角
で
あ
ろ
う
。
言
換
え
る
な
ら
ば
“
歴

史
編
纂
”
に
ど
の
よ
う
に
取
組
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
勿
論
、
こ
の
問
題
は
理
事
会
及
び
歴
史
編
纂
専
門
委
員
会
が
決
定
す
べ

き
で
あ
り
、
歴
史
編
纂
の
↓
担
当
者
で
あ
る
者
が
軽
々
し
く
論
ず
る
事
は

出
来
な
い
が
、
し
か
し
、
基
本
的
な
考
え
方
は
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。　

先
づ
第
一
に
考
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
れ
が
単
に
懐
古
的
な
も
の
、

又
は
個
々
の
具
体
的
な
事
実
の
羅
列
で
あ
っ
た
り
”
我
田
引
水
的
〃
な
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
大
学
八
十
有
余
年
の
歴
史
は
、
大
き
く
考
え
る
な
ら
ば
日
本
近
代

史
全
体
の
歩
み
で
あ
り
、
そ
の
近
代
史
上
に
お
け
る
明
治
大
学
の
歴
史
的

位
置
を
考
え
、
そ
の
巨
視
的
な
視
角
の
も
と
に
、
大
学
史
編
纂
を
組
入
れ
、

そ
こ
か
ら
編
纂
計
画
と
取
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
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う
か
。

　
そ
れ
故
、
”
明
治
大
学
”
と
い
う
一
枚
の
歴
史
に
と
父
ま
ら
ず
、
明
治
大

学
の
歴
史
を
基
軸
と
し
て
日
本
近
代
史
が
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
た
か
と
い

う
側
面
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
明
治
大
学
の
歴
史
は
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は

な
い
。
政
治
・
社
会
・
経
済
・
文
化
等
々
の
一
構
成
体
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
連
繋
の
も
と
に
存
在
す
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
換
え

る
な
ら
ば
明
治
大
学
歴
史
編
纂
を
通
じ
て
日
本
近
代
史
の
歩
み
を
さ
ぐ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
章
　
大
学
史
編
纂
の
具
体
的
対
策
に
つ
い
て

　
　
一
、
歴
史
編
纂
室
の
設
置
に
つ
い
て

　
歴
史
編
纂
を
組
織
的
に
行
な
お
う
と
す
る
に
は
、
そ
の
活
動
母
体
と
し

て
の
編
纂
室
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
論
を
ま
た
な
い
事
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
歴
史
編
纂
は
広
報
課
の
業
務
と
し
て
編
纂
係
が
お
か
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
都
内
著
名
大
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
室
・
資
料
室

が
設
置
さ
れ
常
時
三
名
～
五
名
の
専
任
室
員
に
よ
っ
て
精
力
的
に
そ
の
活

動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
我
大
学
に
お
い
て
も
今
後
編
纂
事
業
を
推
進
し
、
史
料
の
収
集
保
存
方

を
は
か
り
、
各
大
学
と
の
史
資
料
の
借
覧
等
の
交
流
・
又
所
轄
官
庁
・
官

公
立
図
書
館
・
研
究
所
等
と
も
交
渉
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
場
合
に
、
私
立
大
学
の
雄
を
も
っ
て
任
ず
る
我
大
学
に
編
纂
室
と
し
て

独
立
し
た
機
関
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
は
お
か
し
な
事
で
あ
り
、
又
対

外
的
の
み
で
な
く
今
後
の
編
纂
活
動
に
重
大
な
支
援
を
き
た
す
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
編
纂
室
は
史
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
を
は
か
る
上
か
ら
も
資
料
室

の
役
割
を
も
持
つ
も
の
で
あ
り
、
至
急
の
設
立
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

　
（
歴
史
編
纂
室
設
置
要
領
（
別
紙
）
を
参
照
）

　
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
史
資
料
の
収
集
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
、
他
日
散

侠
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
復
原
は
望
み
え
な
い
事
で
あ
る
。
例
え

ぽ
学
内
の
現
代
の
資
料
に
す
ら
、
そ
の
整
理
・
保
存
が
行
わ
れ
て
い
な
い

現
状
か
ら
も
納
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
二
、
歴
史
専
門
委
員
会
の
設
置

　
編
纂
室
が
設
立
さ
れ
そ
れ
が
組
織
的
に
活
躍
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基

本
方
針
を
決
定
し
、
業
務
計
画
を
立
て
、
そ
の
編
纂
業
務
の
推
進
を
は
か

る
た
め
の
“
編
纂
専
門
委
員
会
”
が
構
成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
「
歴
史
編
纂
専
門
委
員
会
規
程
」
参
照
の
こ
と
（
別
紙
）
）

　
編
纂
室
と
委
員
会
と
は
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
本

化
さ
れ
て
こ
そ
、
編
纂
計
画
が
軌
道
に
の
り
進
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
委
員
に
は
歴
史
編
纂
に
関
す
る
専
門
家
を
委
嘱
さ
れ
た
い
。

　
“
明
治
大
学
史
”
が
完
成
刊
行
さ
れ
る
時
に
、
は
じ
め
て
全
学
的
な

”
大
学
歴
史
刊
行
委
員
会
”
（
仮
称
）
が
組
織
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
段
階

に
あ
っ
て
は
専
ら
編
纂
の
実
行
委
員
会
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
様
な
点
を
お
含
み
下
さ
い
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
御
善
処
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上
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資料27

　　　　　　　　　　　　　広発39　第36号

　　　　　　　　　　　　昭和39年6月17日

　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　広報課長

　　　　　　　　　　　　　松　尾　真　之

大学歴史編纂室設置についてお願い

　大学歴史編纂の業務も順調に展開いたしておりますが，その

業務の一端である資料収集にありましても，故伊藤省吾氏文

書，藤森達三氏文書，学部関係文書等，その収集，整理に，又

各所に散在している史料と歴史編纂室に集結させねばなりませ

ん。

　しかし，当課の広報業務と歴史編纂業務とは本質的に異るた

め，又史料収集保管のため広報課も手狭となり，広報活動の分

野にまで支障をきたすようになりました。つきましては，史料

室及保管の部屋を確保していただきたく下記の要領にてよろし

くご配慮をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　記

　1　広さ　　　　30坪程度　　（整理室，保管室共）

　2　耐火建造物が望ましい。

　3　湿気のない室。

資料28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964．11．11

　　　　　　　　大学歴史編纂計画（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広　報　課

1．大学歴史編纂の基本方針

　（t）創立90周年を記念し，明治大学90年史を昭和45年度に上

　　梓する。

　回　歴史編纂専門委員会（別紙参照）はその刊行のための編

　　纂業務を立案し，推進する。

　の　歴史編纂室は，その立案に従いその基礎的作業（史料収

　　集，整理，保存）を行う。

　（＝）明治大学90年史の刊行は，どの様な形であっても，編纂

　　室は充実したものにしなくてはならない。他校の場合（早

　　稲田大学，慶応大学）においても「各年史」を刊行しても

　　恒常的に資料室を設置し，過去の資料は勿論，年次累積文

　　書の収集につとめるなど活発な動きを示している。当校に

　　於ても歴史編纂は我が校百年の計を考えるならば，その拡

　　充はうなづけよう。

2．　“90年史刊行”5ケ年計画

　昭和40年（1年次）編纂室の設置及び室員の拡充

　　編纂室員を最低2名は必要とする。又歴史研究者（特に近

　　代史専攻者）が望ましい。

　昭和41年（2年次）　執筆担当者を決定する。

　　　　　執筆は制度史V’・明治大学の史的発展ψ学部史，校友

I
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　　　　会等，それぞれの執筆担当者を決定し，担当者と編

　　　　纂委員会，編纂室との交流によって，仕事を円滑に

　　　　遂行する。

昭和42年（3年次）　1年次より3年次までは執筆の前段階

　　　　として資料収集を強力に行う。

昭和43年（4年次）　中間報告書作成及刊行，90年史刊行委

　　　　員会の設置（仮称）。之は大学史刊行を目的とした

　　　　もの。

　昭和44年（5年次）　原稿完成

　tt　45年（創立記念日）　　　　刊行

3．歴史編纂室設置要領

（d）坪　　数

（n）設備資材

　a）　ロツカー

　b）

　c）　書　棚

　追加申請

d）

e）

f）

9）

30坪程度

印刷に入れる。

（史料整理室及史料室）

長形ロツカー

ロツカー

スチール書棚

資，史料整理棚

13コ（既存）

2コ（”）

2架（〃）

3コ

2架

（木製）

　資料室のコーナーに設置する。

資料整理机

　（小委員会の会議机をかねる）

の　耐火建造物が望ましい。

（＝）湿気のない室。

資料33

以　上

　　　　　　　　　　　44．12．8広報課

〈昭和45年度　業務の要点〉

～予算編成と関連して～

　本学ならびにわが国大学の現況にかんがみ，広報課が所管

（昭和44年度現在）する業務（大別して広報・広告・歴史編

纂）を基礎に，昭和45年度およびその後の業務実施の方向とそ

の要点を下記のように設定する。

　この実施細目等は，組織・体制・予算との関連において検討

を加えつつ進行させるものとする。

　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　　　　　　　　（略）

田　歴史編纂について

　大学が発展しこれからも進歩拡大するところには，過去から

将来への長い歴史があり，また伝統が培われる。この歴史と伝

統は言葉としては一言で表現されるが，あくまで正確な資史料

にもとつかねばならない。本学の資史料の収集・刊行・学内年

次累加記録の保存と整理は歴史資料室で不断の作業をつつげて

いる。
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　時あたかも明後年1月17日をもって本学は満90周回の開校記

念日を迎える。大学の現況から100年への前提として「大学90

年小史」（仮称）をまとめる準備をすすめる。

資料37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和56年7月28日

　明治大学理事長

　　　松　本　留　義　　殿

　　　　　　　　　　　　歴史編纂専門委員会

　　　　　　　　　　　　　　委員長　　木　村　　　礎

　　　　　「大学史資料館」（仮称）設置について

　　　　　　　　　　　　　　（お願い）

　現在，歴史編纂専門委員会は「明治大学100年史」編纂につ

き，長期的展望をもって鋭意活動をいたしております。

　しかし，歴史編纂事業はあくまでもその根本は資・史料の発

掘・収集にあるといえます。

　現在，広報課歴史編纂室が中心となって，資・史料の収集，

整理，保存，利用の体制がとられておりますが未だ十分とは申

せません。創立100周年を機会に歴史編纂資料室を拡大強化し

た「大学史資料館」（仮称）を設置し，100年史編纂に供するは

勿論，広く，学生，教職員，研究者，一般人の利用する資料館

を設置することが望まれます。

　猶，その場合，大学史資料館は新設でなく，既存の建物（大

学会館新築後の空いた施設）おいても充分可能であると考えま

す。

　大学史資料館の設置こそ，創立100周年にふさわしい，永久

に記念すべき事業であると共に，きわめて独自な機関として，

社会に対して誇り得る付属機関であると思います。

　別紙，「大学史資料館の設立について」を御参照くださいま

して，よろしく設置方につき御配慮いただきたくお願い致しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　　　　　　　『大学史資料館』の設立について

　　　　　　　　　　　　　歴史編纂専門委員会

　　　　　　　　　　　　　　委員長　　木　村　　　礎

　歴史編纂専門委員会におきましては，創立100周年にあた

り，長期的展望をもって『明治大学100年史』の編纂にあたっ

ております。申すまでもなく学術的な大学史編纂作業のee－一一歩

は史料の発掘と収集であります。これなくしては歴史研究とし

ての大学史の編纂は望み得ません。

　さきに，「80年史」の編纂が計画されたことがあり，その反

省の上にたって歴史編纂資料室が設けられ，現在同室が中心と

なって，史料の発掘・収集・整理・保存・調査研究・利用体制

がとられておりますが，これは甚だ不十分なものであります。

　大学史編纂のために収集された史料は，100年史が刊行され

た後においても保存されるべきことはもとより，編纂完了後に
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おいても，将来を期して史料の一層の蓄積を計らねばなりませ

ん。

　このように「明治大学史資料館」の設立は，現在進行中の大

学史編纂の強力な基礎を形成すると共に，将来における史料保

存措置の基盤ともなるものであり，その早急な設立が望まれま

す。

　また，「大学史資料館」は歴史史料としての文書保存に当る

のみならず，大学の教育行政全般の資料の保存にも当るべきも

のであります。現在，本学におきましては「文書保存規程」が

存在しておりますが，その実態は有名無実であるといっても過

言ではありません。

　最近の20年間，歴史研究の諸学会が中心となり，国及び地方

自治体に文書館・史料館設立運動が展開され，すでに国立公文

書館，東京都公文書館をはじめとして府県文書館，市文書館が

各地に設立されております。それは，歴史研究者や一般市民の

ためのみでなく，広く公務員の行政面に反映すべきものとして

設立されたものであります。

　大学におきましても，当然に大学行政文書を含む「大学史資

料館」構想を立てるべき時期に来ていると思われます。その第

一歩と致しまして，歴史編纂資料室を発展的に拡大強化してい

くべきだと考えます。

　現在，歴史編纂資料室においては，整理保存された史料3000

点，未整理文書5000点をかかえております。

　更に寄託・寄贈された資料としては，

　（1）野田孝明所蔵文書

　（2）渡辺世祐所蔵文書

　③　文学部日本史研究室所蔵文書

　（4）藤森達三所蔵文書

　（5）田島義方所蔵文書

　（6）内田章五所蔵文書

　又，「図録明治大学100年」のために収集された写真約5000点

　マイクロ・フィルム化された史料

　（1）国立国会図書館

　（2）国立公文書館

　（3）東京大学100年史編纂室

　（4）東京大学明治新聞雑誌文庫

　（5）東京経済大学図書館

　⑥　専修大学歴史編纂室

　（7）神奈川県立博物館

　（8）本学OB卒業アルバム

等，本学関係史料が所蔵されております。

　このように，これらの文書・資料・写真・マイクロフィルム

・参考文献をかかえ歴史編纂資料室も極めて手狭になって来て

おり，発展的に「明治大学史資料館」設置によって史・資料の

保存・整理・利用の体制を強化されるようお願い致します。

　施　設

1　資　料　室　　40坪

2　資料整理室　　15坪

ー
㊤
寸
1



3　閲覧室（専門委員会会議室）

4　資料展示室　　30坪

5　事　務　室　　15坪

計　115坪

15坪

以　上

資料39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和60年5月31日

　事務組織改善委員会

　　座長　森　田　泰　司　殿

　　　　　　　　　　　　　　　歴史編纂専門委員会

　　　　　　　　　　　　　　　委員長　木　村　　　礎

　　　歴史編纂資料室の組織上の位置づけ及び大学史資料

　　　館・大学史資料館事務室への移行について（お願い）

　標記について去る56年7月28日付で前理事長松本留義殿に設

置趣意書を提出いたしましたが，何等進展をみることなく現在

にいたっております。ここに歴史編纂資料室及び歴史編纂専門

委員会の位置づけについて依頼がありましたので，下記事項に

ついて審議くださるようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　記

1　大学のもとに大学史資料館（仮称）とおく。

　　但し，大学史資料館は大学付属機関として，刑事博物館・

　考古学博物館・商品陳列館と並列したものと考える。

2　大学史資料館の事務処理のため大学史資料館事務室（仮

称）をおく。

　但し，現在の歴史編纂資料室をそのまま大学史資料館事務

　室に移行する。

　添付書類　　1　大学史資料館の設置理由について

　　　　　　　　2　大学史資料館，大学史資料館事務室につ

　　　　　　　　いて

　　　　　　　　3　事務組織図（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（1）大学のもとに大学史資料館（仮称）をおく理由について

　1　大学史資料館の運営は近代史専攻の選任教員によって行

　　なわれること。

　2　明大100年史は専門委員によって編纂されているが，大

　　学史資料館は今後大学史資料の収集，保存及び整理の体制

　　の中で考えねばならないこと。

　3　明大100年史，明治大学史紀要は専門委員及び専門職員

　　によって執筆されていること。

　4　大学文書館設立の先進国である諸外国において共通して

　　いる事項は

　　①史料の公開性（プライバシーに関しては一定のルー

　　　ル）

　　②アーカイヴズ（Archives）の職員は一面ではライブラ

　　　リアン（Librarian）であり他面では歴史研究者である。
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　　　　そのために，研究機関的要素をもったものとして考え

　　　られる。

　5　史料を体系的に収集するためには，専門職を必要とする

　　が，しかし，それは図書館の図書収集機能とは次元を異に

　　するものである。

　上記の理由により大学史資料館は大学付属の機関とすること

が望ましい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（2）大学史資料館，大学史資料館事務室について

　1　大学のもとに大学史資料館（仮称）におく。

　2　大学史資料館は当面，100周年記念事業の一環として明

　　大100年史に係ることを行なうが（昭和66年3月），新設の

　　意図は過去の大学史編纂の経験に照らして大学における史

　　料保存体制の問題，更には史資料の収集を通じて今後の大

　　学史編纂及び大学行政に対する貢献をなすものと考えてい

　　る。

　3　大学史資料館の運営委員は，さしあたり現在の歴史編纂

　　専門委員をもってあてる。

　4　運営委員会は次の事項を取り扱う。

　　①大学史編纂に関すること。

　　②大学史に係る史料収集に関すること。

　　③明治大学史紀要の編集に関すること。

　　④資料館報告集，その他大学史一般の編集に関するこ

　　　と。

5　大学史資料館の事務を処理するたあ，大学史資料館事務

室（仮称）をおく。

6　大学史資料館事務室は次の事項を取り扱う。

①大学史発行に関すること。

②明治大学史紀要の発行に関すること。

③資料館報告集，大学史一般の発行に関すること。

④大学史関係史・資料の調査，研究並びにそれに係る収

　集，整理，保存及び利用に関すること。

⑤学内，他大学及び研究機関との資料交換に関するこ

　　と。

⑥他大学の校史編纂室との交流及び調査協力に関するこ

　　と。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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資料40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994年4月7日

　明治大学理事長

　　岡　村　了　一　殿

　　　　　　　　　　　　　　百年史編纂委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　委員会　中村　雄二郎

　　　　　「大学史資料館」（仮称）設置について

　　　　　　　　　　　　　　　　（お願い）

　現在，百年史編纂委員会はr明治大学百年史』編纂につき，

完結をめざして鋭意活動をいたしております。

　史料編と通史編からなる本編の刊行は今年度末に終了する予

定ですが，これまで多年にわたり収集・整理をしてきた膨大な

史料は後々まで厳重に保存をせねばなりません。

　また今日，日々，作り出される文書等の諸史料を保存するこ

とはいうまでもなく，さらに大学における管理行政・出版事業

・問い合せ等々に活用し，また場合によっては公開をせねばな

りません。

　すでに先進諸国では大学史料館を有することは常識となって

おり，わが国でも全国各地で文書館の建設が陸続となされてい

ることは周知の事実であります。また近隣の各大学においても

「大学史料館」開設の動きが顕著となっております。

　当委員会でいち早くこうした時代の進運を察知し，すでに

1981年7月と1985年5月の二度にわたって設立の要望書を提出

してまいりましたが，大きな進展を見ることなく現在にい

たっております。

　百年史編纂もそうですが，大学史料館の設置によって，明治

大学のアイデンティティを学内的に明確にするとともに，その

なんたるかを学外，つまり社会に向かって明示することは，今

後21世紀に予想される大学生き残り競争のなかで不可欠なこと

であろうと思います。

　別紙として関連資料を添付いたしましたので，あわせて御覧

いただき，大学史料館設置につき，よろしく御高配のほどお願

いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

関連資料

　　　　　　　「大学史料館」の設立について

　　　　　　　　　　　　　　　百年史編纂委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　中村雄二郎

　別紙1の通り，百年史編纂委員会（旧歴史編纂専門委員会）

では長期的な展望をもってr明治大学百年史』の編纂に当り，

今まで本編，報告集，紀要そして図録等を刊行してまいりまし

た。

　この間，学内外の多くの機関・部署・関係者の協力により多

量の史料を発掘・収集・整理・保存し，かつ調査研究・利用し

てきました。これら収蔵史料の一部は昨秋の「明治大学の歴史

展」において公開いたしましたが，常設展示をして大学関係者

の「拠り所」を作ってほしいという声が強く出されました。
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　しかも史料は今後なお，日々，作り出されていくものであ

り，その利用も単に往時をしのぶ材料としては扱われなく

なっております。また別紙2の通り，百年史編纂終了後も百年

史刊行以外の業務は残され，また新時代の要請に基づく事業も

容易に想像されます。

　そのためには現在中心となって実務を進めている歴史編纂事

務室では，きわめて不十分であります。

　従来，当委員会では百年史の編纂に傾注してまいりました

が，今年度内にその事業計画を発展的に終了したいと存じま

す。そのためにはぜひ大学史料館の早期実現のほどをお願いい

たします。

　添付書類

　　1　大学史編纂の歩み

　　2　「大学史料館」（仮称）の業務内容

資料41

　　　　　　学校法人明治大学事務組織暫定規程

（目　的）

第1条　この規程は，学校法人明治大学寄附行為施行規則第3

　条第3項の規程に基づく職制規則制定までの暫定措置とし

　て，学校法人明治大学（以下「法人」という。）及び法人が

　設置する学校（以下「設置学校」という。）の事務組織の基

　本を定め，法人及び設置学校の諸業務が適正かつ効率的に遂

　行されることを目的とする。

（室及び部の設置）

第2条　法人及び設置学校の事務を処理するため，次に掲げる

　室及び部を置き，その所管事務は，当該各号に掲げるとおり

　とする。

1　企　　画　　室

2　庶　　務　　部

3　人　　事　　部

4　広　　報　　部

5　経　　理　　部

6　管　　財　　部

7　　電算イヒ推進室

8　和泉校舎事務部

9　生田校舎事務部

法人及び設置全般にかかわる調査・

計画に関すること。

庶務，秘書，文書，校友及び歴史編

さんに関すること。

人事，給与，労務及び福利厚生に関

すること。

広報に関すること。

予算，決算，金銭の出納保管，資金

運用及び募金に関すること。

土地・建物・付帯設備の取得，処

分，管理及び施設営膳並びに機器備

品，消耗品等の取得，保管，使用及

び処分に関すること。

事務電算化に関すること。

①法人各部から委任された事項に関

すること。

②地区全般にかかわる服務上及び事

務上の運営・調整に関すること。

前号の和泉校舎事務部に準じた事項
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10学　　長　　室

11教務事務部

12学生事務部

13就職事務部

14図書館事務部

に関すること。

大学全般にかかわる教育・研究関係

の調査及び計画並びに学長の秘書に

関すること。

大学及び短期大学の教務全般，入

試，教職等課程及び父兄会に関する

こと。

学生の厚生補導，課外活動及び課外

体育に関すること。

学生の就職あっせん及び就職指導に

関すること。

①図書の購入，整理及び管理並びに

閲覧に関すること。

②刑事博物館及び考古学博物館に関

すること。

資料46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994年10月20日

　　　　　歴史編纂業務に関する1995年度計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史編纂事務室

ユ．百年史編纂業務完了に伴う史・資料の整理

　　先ず長年修史事業のために収集してきた未整理史・資料を

　登録・分類して体系的に検索しやすいように整理をするこ

　と。

2．将来の大学史編纂のための史料の調査・収集・整理するこ

　と。

3．百年史編纂・発行に忙殺され一時中断していたr歴史編纂

　資料室報告書』を再刊すること。当面は年一度12月に発刊を

　原則とし，’95年度は『明治大学学則集その1』の刊行を予

　定している。

4、記念館取り壊しに伴う史・資料の保存について

　　このことは総合施設整備推進室より広報部と共同して行う

　ようにと依頼されたもので，当事務室としては試みに以下の

　ような計画を立案してみた。

　　（1）景観撮影：四季ごとの建物の外形，及び内部・周辺の

　　　撮影（広報部担当か）

　　（2）建材等建物の一部保存

　　（3）ステンドグラス，資料室の壁紙・カーテン，看板等建

　　　物内部一部備品の保存

　　（4）芭蕉旧宅，石碑，樹木，胸像等の建物周辺の調査・保

　　　存

　　（5）各部署の廃棄文書・図書・物品の調査・保存

5．大学史に関する学内・外からの問合せへの回答，及び学内

　・外の諸事業への協力業務（この業務は近年件数が頓に急増

　してきている）。

6．他大学の大学史編纂室等との交流及び調査協力に関するこ

　とC94年度は本学は会長校である）。
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以　上

　なお，「明治大学百年史編纂委員会」（以下『編纂委員会』と略

称）では，「1993・1994年度業務計画書」でも触れているよう

に，「編纂委員会」解散後の歴史編纂事務室の在り方について

検討を重ねてきた結果，「編纂委員会」に代わるものとして，

同じく教員の構成から成る「小委員会」の設置が必要であると

判断，目下「大学史料保存利用小委員会（仮称）」の名称で理事

会へ申請しているところである。この案が認可された暁には以

下の事業をも計画している。

1．　『明治大学史紀要』の継続・刊行（年一度）

　　将来の大学史編纂・発刊と，次項の「メモリアルホール構

　想」に備えるために継続・発刊をする。

2．メモリアルホール構想へ向けての資料の収集及びそのため

　の調査・研究をすること（前記4．の「記念館取り壊しに伴う

　史・資料の保存について」はこの業務と密接に関わってくる

　ものと考えている）。

3．明治大学の歴史展の開催（年一度）

　　前項の「メモリアルホール構想」実現へ向けてと，大学史

　・資料の保存・利用の意識・理解を高めて頂くことを主旨と

　して行う。’95年度は小規模な「写真でみる明治大学の歩み」

　を計画・予定している。

資料47

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994年10月20日

　総長　宮崎　繁樹　殿

　　　　　　　　　　　　　百年史編纂委員会

　　　　　　　　　　　　　　　委員長中村雄二郎

　　「大学史料保存・利用小委員会」（仮称）設置のお願い

　百年史編纂委員会では，百年史編纂事業終了後のあり方につ

いて検討，討議しました。

　その結果，21世紀の本学の活発な活動を支えるため上記の小

委員会（4名程度）を残しておいた方がいいのではないかとい

う結論に達しました。それは130年，150年，200年史の編纂を

視野に入れつつ，新たな史料の発掘収集・保存利用，学内外か

らの調査に協力するためのものです。大学史展の定期的開催，

r明治大学史料集』・r明治大学史紀要』の継続的発行のために

もつ小委員会は不可欠のものでありましょう。

　また，21世紀にむけて明治大学の「アイデンティティ」を学

内外に明示する必要から構想されている「明治大学史資料

館」，「メモリアルホール」のプランについても歴史編纂事務室

と協同して当たりたいと思います。

　この新たな小委員会の設置に対し，大学当局のご理解をお願

い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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A．企画上の主眼

1．明治大学の伝統・理念（「権利」・「自由」・「自治」）を強調

する。

2．明治大学の正史を示す。

3．ダイナミック，かつ立体的に表現し，現代の展示レベルに

　　劣らないようにする。

B．常設展の構成と史料（編年でオーソドックスに）

日本・明治大学年表

1．夜明け前

　（1）創立者とふるさと

　　　・岸本辰雄と鳥取

　　　・宮城浩蔵と天童

　　　・矢代操と鯖江

　　　※創立者胸像とふるさとの写真・地図（作成）

　　　※島原藩邸の模型（作成）

　（2）東京時代の創立者

　　　・司法省法学校

　　　・パリ留学

　　　・講法学舎

　　　※ボワソナードら「お雇い外国人」の写真（パネル作

　　　　成）

　　　※岸本，宮城のパリ大学学籍簿・成績表（複製作成）

　　　※講法学舎開業願と転校届（パネル作成）

　　　※明治初期の地図（パネル作成）

（3）維新のころのお茶の水

　　　・絵でみる光景

　　　●写真でみる風景

　　※錦絵（3枚，複製作成）

　　※神田川の渓谷（3枚，複製作成）

　　※江戸切絵図（複製作成）

2．草創期の明治法律学校

（1）学校設立

　　　・誕生

　　　・数寄屋橋時代

　　※設立願（複製作成）

　　※企画部所蔵建立碑（借用か複製作成）

　　※数寄屋橋周辺の地図（複製作成）

（2）学園のようす

　　　・学舎の光景

　　　・生徒の生活

　　※校門のようす（絵を描く）

　　※食事のようす（絵を描く）

3．危機と発展

（1）迫る外圧

　　　・民法典論争

　　　・「私学撲滅」策

　　　・特別監督条規

　　※「民法出デ刈の雑誌記事の部分（拡大複製）

1
躊
1



　　※新聞記事「私立学校と壮士の関係」（拡大複製）

　　※「私立学校特別監督条規」（複製作成）

　　※ボワソナードの写真または画像（複製作成）

　　※錦絵（複製作成，第1回帝国議会，宮城・矢代関係）

（2）移転と改革

　　　・校舎移転

　　　・さまざまな改革

　　　・学園生活

　　※南甲賀町校舎の写真と図面の組み合わせ（パネル作

　　　成）

　　※鳥鰍図（拡大複製）

　　※「岸本先生書簡」（借用か複製，資金借用関係）

　　※初期講師生徒の写真（総務部庶務課蔵）

　　※講法会・校外生制度の案内書（複製作成）

　　※校舎模型（作成）

4．明治大学昇格

（1）大学昇格の運動と実現

　　　・商科の解説

　　　・昇格運動

　　　・学園の移転と動向

　　　・災害の襲来と復興

　　※『明治大学基本金募集記事』（複製作成）

　　※制服・制帽・校章の制定（作成）

　　※大学認可書（複製作成）

　　※西園寺公望揮毫（借用か複製作成，額）

　　※経緯学堂写真（拡大複製，校舎と学生）

　　※山田耕搾原譜（借用か複製，同人写真も複製展示）

　　※学友会関係（今後史料収集，ボート，野球，雄弁部等）

　　※白熱党の写真（パネル作成，そのほかデモクラシー関

　　　係のものも展示）

　　※関東大震災の写真と復興の絵（パネル作成，絵を描く）

　　※記念館（初代v・3代，パネル作成，図面展示・模型は

　　　初代と2代は作成，3代は現在あるもの）

5．戦争と明治大学

（1）体制の立て直し

　　　・制度調査委員会

　　　・女子部の設置

　　　・復興の行事

　　　・予科の移転

　　※制度調査委員会関係（手帳や報告書等展示）

　　※女子の制服制帽，中田正子氏らや校舎の写真（前者は

　　　作成，後者はパネル作成）

　　※復興記念の絵はがき・品物（歴史編纂事務室蔵のもの）

　　※和泉校舎の写真（パネル作成）

②　強まる戦時色

　　　・軍事教練

　　　・学園周辺のようす

　　※教練の模型（作製）
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　　※錦絵（複製作成，軍隊行進）

（3）太平洋戦争と学園

　　　・勤労動員

　　　・学徒出陣

　　※出陣の日の丸寄せ書き（歴史編纂事務室蔵のもの）

　　※学友会慰問史料（歴史編纂事務室蔵のもの，演劇脚本

　　　等）

　　※戦時下，学生の姿（学徒兵，勤労動員の時，人形作製）

6．戦後復興と飛躍

（1）新制明治大学のスタート

　　　・新制明治大学

　　　・敗戦直後の大学界隈

　　※新制大学申請書（複製作成）

　　※大学周辺のようす写真（パネル作成）

　　※大学院建設の模型（作成）

　　※焼け野原の絵（絵を描く）

（2）改革と紛争

　　　・専教連改革

　　　・総合計画

　　　・安保闘争（60・70年）と学費改定問題

　　　・経営学部創設

　　※専教連関係史料（歴史編纂事務室蔵のもの）

　　※鵜沢総明写真と記念碑拓本（パネル作成，拓本作成表

　　　装）

　　※総合計画の模型（作成）

　　※紛争関係ビラ（歴史編纂事務室蔵のもの）

　　※経営学部新設記事（拡大複製）

（3）変貌，そして未来

　　・百周年記念

　　・総合施設整備

　　※百周年記念の品々（歴史編纂事務室蔵のもの等）

　　※総合施設整備関係（完成模型等）

　　※明治大学の未来の絵（絵を描く）

《備考》関連したビデオや映画を上映（マルチ・スクリーンで）

　　　　校歌等，音楽を流す

　　　　挨拶文や説明のパネル

B．企画展のテーマ（例）　（「時間」ではなく，「場」を重視）

1．山田耕搾と古賀政男展

　　　　校歌，マンドリンクラブ，児玉花外，西条八十等

2．創立者とその周辺

　　　　佐々木忠蔵，北畠道龍，磯部四郎，井上正一等

3，明大スポーツの歴史

　　　　端艇，六大学野球，ラグビー，箱根マラソン，北島・

　　　　島岡監督等

4．明大生の学園生活

　　　　衣食住（とくに制服，学食）

5．明治大学の「お雇い外国人」
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1．Aについて

　　　ai校

　　　bi三角錐（3面）

　　　ci六角錐（6面）

　　　　図面について

章（表裏とも）

di土台（4面）

2．Bについて

　《上段》創立者の故郷写真

　《下段》創立老の胸像模型

　《上段》昔の写真等

　《下段》今の写真等

　　　　　①島原藩邸

　　　　　　今の有楽町と開学記念

　　　　　　碑模型

　　　　　②南甲賀町校舎線画

　　　　　　今の主婦之友

　　　　　③駿河台移転時の写真

　　　　　　今のキャンパス

　　　　　④予科時代の和泉

　　　　　　今の和泉

　　　　　⑤開設時の生田

　　　　　　今の生田

　　　　　⑥その他

概要説明

校歌

校訓（「権利」・「自由」…）

その他

　ガラス・ケース（内部3段，ひな壇）

　別紙常設展史料候補リスト1い6を可能な範囲で展示なる

　べく高さのあるケースがよい

3．Cについて

　　VTR説明機
　　　　画面部分（TV）各器械（4台）につけるか，天井

　　　　より大画面を1，2台つるす

4．その他

　　天井よりスピーカーと校旗をつるす

　　空いている部分に記帳や刊行物・頒布品の見本コー

　　ナーを設ける
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教務課所蔵文書目録

A　入学志願者

　一1　入学志願者名簿

　一2　入学志願者成績証明書綴

　一3　大学院入学願書

B　入学者名簿

　一1　学部・予科

　一2　高等研究科・高等専攻科・大学院

　一3　専門部

　一4　高等予備校
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C　在学謹書

　一1　予科

　一2　法学部

　一3　商学部

　一4　政治経済学部

　一5　高等研究科・高等専攻科・大学院

　一6　専門部

D　予科修学状況調査簿

E　学生原簿

F　学生名簿

G　学生索引簿

H　県別学生簿

1　出席原簿

J　成績原簿

K　共通随意選択外国語科目採点表

L　校外生試験応試者名簿

M　学籍移動書類

N　学籍削除簿

0　除籍・除名・退学者名簿

P　本籍変更・改姓届

Q　各種証明願

R　諸願書

　一1　諸願書

　一2　中・高等学校教員検定願

S　卒業証明書

T　留学生

　一1　留学生在学謹書

　一2　留学生学生原簿

　一3　留学生索引

　一4　留学生関係　雑

U　校友名簿

Z　雑
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　2　管理職会（P．5）

　　　（S．49．　4～S．63．10）

　3　稟議書（P．7～P．8）

　　　（S．29．　4～S．59）

　4　人事（P．9）

　　　（S，60．　5～S．62．　4）

　5　予算，出納（P．11～P．12）

　　　（S．48年度～S．60．4）

　6　視学視察（P．13）

　　　（S．50．　7～H．1．11）

　7　教室管理（P．ユ5～P．16）

　　　（S．61年度～H．4年度）

　8　図書貸出（P．17）

　　　（正1．3．12）

　9　大学改革（P．19）

　　　（S．44．10～H．1．7）

　10　私立大学協会（P．21）

　　　（S．61．12～S．63．11）

　11その他（P．23）

　　　（S．38．　4）

B　設置増設（P．25～P．26）

　　　（S．26～S．48．11）

C　教務一般（P．27～P．32）

　　　（S．31．5～H．3年度）

10点

13点

2点

18点

7点

12点

占
…1

占
…4

2点

占
嚇1

14点

51点

D　学則（P．33～P．34）

　　　（S．27．～S．58．　4）

E　学籍

　1　学生原簿（P．35～P．40）

　　　（S．27．～S．58）

　2　在籍者名簿（P．41～P　．43）

　　　（S．54年度～H．2年度）

　3　学生台帳（P．45～P．47）

　　　（S．27～H．2．　4）

　4　学生数集計・報告（P．49～P．53）

　　　（S．45．3～S　．62年度）

　5　留籍願（P．55～P．56）

　　　（S　．47年度～S．59年度）

　6　休学願（P．57）

　　　（S　．45年度～S．54年度）

　7　退学願（P．59～P．60）

　　　（S．47年度～H．2年度）

　8　除籍関係（P．61）

　　　（S．49年度～S．54年度）

　9　学籍移動伝票（P．63）

　　　（S．50年度～S．58年度）

　10　学籍整理通知（P．65）

　　　（S．48年度）

　11　聴講生名簿（P．67）

17点

53点

25点

21点

46点

20点
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占
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2点
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　　　（S，46～S．63）

　12その他（P．69）

　　　（S　．46～S．54年度）

F　学位取得（P．71～P．76）

　　　（S．29．4～H．2年度）

G　単位取得（P．77～P．80）

　　　（S．45年度～S．63年度）

H　大学院委員会（P．81～P．86）

　　　（S．29．4～S．60年度）

1　研究科委員会

　1　法学研究科委員会（P．87～P．89）

　　　（S．38．4～S．64年度）

　2　商学研究科委員会（P．91～P．93）

　　　（S．38年度～S　．50年度）

　3　政治経済学研究科委員会（P．95～P，97）

　　　（S．38．　4～S．60．　4）

　4　文学研究科委員会（P．99）

　　　（S．38．　4～S．48．　6）

　5　工学研究科委員会（P．101）

　　　（S．45．4～S．52年度）

　6　農学研究科委員会（P．103）

　　　（S．43年度～S．51．4）

　7　経営学研究科委員会（P．105～P．106）

　　　（S．38～S．60）

2点

5点

51点

38点

52点
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24

Q2

Q1

　8　各研究科委員会（P．107）

　　　（S．28年度～S．60年度）

　9　連合研究科委員会（P．109）

　　　（S．37．　2～S．43．　3）

」　委員会

　1　学則委員会（P．111）

　　　（S，37．　5～S．50．　7）

　2　組織委員会（P．113）

　　　（S．24．　4～S．50．　6）

　3　カリキュラム検討委員会（P。115）

　　　（S．63．12～H．1．3）

　4　研究室委員会（P．117）

　　　（S．40．　1～S．59．　5）

　5　留学生委員会（P．119）

　　　（S．45．4～S．60．　7）

　6　図書委員会（P．121）

　　　（S．35．　4～S．51．　5）

　7　紀要委員会（P．123）

　　　（S．38年度～S．60年度）

　8　各種委員会（P．125）

　　　（S．45．　6～S．52．　7）

K入試

　1　入試一般要項（P．127）

　　　（S．40．　3～S．61．　3）
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　2　出願書類（P．129～P．132）

　　　（S．49．3～H．4年度）

　3　問題用紙（P．133～P．137）

　　　（S．35年度～H．5年度）

　4　解答用紙（P．139～P．141）

　　　（S．62．3～H．4．10）

　5　成績簿（P．143）

　　　（S．41．3～H．4年度）

　6　志願者，合格者名簿（P．145）

　　　（S．41．3～H．4年度）

　7　学内特別選考（P．147）

　　　（S．61．5～H．4年度）

　8　その他（P．149）

　　　（S．47年度～H．3年度）

L　教員資格（P．151～P．153）

　　　（S．26．　4～S．43．12）

M国際交流・留学（P．155～P．156）

　　　（S．51．3～H．3．12）

N　奨学金関係（P．157）

　　　（S．49，　5～S．62，　6）

0　紀要判定等（P．159～P．161）

　　　（S．39～不明）

P　特別公開講座（P，163～P．165）

　　　（H．1．10～正1．5．　6）
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2
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2
4

Q　調査統計（P．167）

　　　（S．41．12～S．59．　8）　　　　　　　　　　　　　4点

R　明治大学出身教育（大学，短大，高専，名簿関係）（P．16

　　9）

　　　（H．3．11～H．4．2）　　　　　　　　7点

S　参考資料（P．171～P．172）

　　　（S。49．4～S．63年度）　　　　　　　　　　14点

Z　その他（P．173）

　　　（S．45年度～S．63前後）　　　　　　　　　　8点

　4　備考

　　○公開する場合には検討を要す

　　　（とくに個人のプライバシーについて）

　　○目録の通し番号順に倉庫に保管されている。

　　○歴史編纂事務室第5次『目録』に入力予定である。
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写真資料整理台帳

　　　　　　　1995年3月31日現在

整理項目
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I
H
皿
W
V
M

人物（イ、個人別文書　ロ．個人別

文書

施設・風景

式典

学生生活

付属校

アルバム（写真集）

その他

1　人物編

イ　人物（個人別文書）

アッペール

1－1

磯部四郎

　　1－1
鵜沢聡明

　　1－1

ハ．集合（未整理）

東洋自由新聞記事（明治法律学校講師は無報酬

の件）（M．14．3．29）

経済学講義録（M．16）

刑法要論完（M．）

著書三冊（老子書目・感恩録・読易備志）（S．

21）

岸本辰雄

　　1－1

r－2

極東国際軍事裁判場景（S．20）

顕彰会集合写真（S．）

鵜澤総明関係調査　鈴木氏（生家と墓）（平成

3年2月）

胸像と除幕式（三号館前）

学術叢書の口絵他資料（感恩録，讃易備志，老

子書目，創立70周年式辞他）

鳥取藩政資料・政庁日記・「新国隊簿」（M．

元～）

パリー大学学籍カード，スライドネガ（M．

元）

預金証書（長直四郎宛）（M15）

書簡（永見明久の借入金願書）（M．16）

講義録（法学通論・商法他）（M．26）

葬儀記事（東京朝日・報知新聞）（M．26）

　　　　　　（略）
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第
三
部

明
治
大
学
歴
史
展
の
報
告

明
治
大
学
歴
史
展
の
概
要

1

準
備
の
体
制
・
経
過

　
明
治
大
学
の
歴
史
展
の
歴
史
は
古
い
。
現
在
ま
で
に
わ
か
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
四
月
に
震
災
復
興

記
念
に
平
行
し
て
開
催
さ
れ
た
「
明
治
教
育
文
化
歴
史
展
」
を
嗜

矢
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
は
、
同
六
（
一
九
三
一
）
年
一
一
月
に
創
立
五
〇
周
年

を
記
念
し
て
「
刑
事
展
覧
会
」
、
同
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
＝
月

に
は
創
立
六
〇
周
年
を
記
念
し
て
「
近
世
文
化
展
」
な
ど
特
定

テ
ー
マ
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
総
合
的
な
明
治
大
学
の
歴
史
展
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
五
（
一

九
五
〇
）
年
一
一
月
に
創
立
七
〇
周
年
記
念
祝
典
に
合
わ
せ
て

「
明
治
大
学
七
十
年
の
あ
ゆ
み
」
が
展
示
さ
れ
て
以
来
、
約
半
世

紀
近
く
開
催
が
途
絶
え
て
い
た
。

　
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
「
明
治
大
学
百
年
史
」
の
編
纂
過
程
で

蓄
積
さ
れ
た
史
料
と
力
量
を
背
景
に
し
て
明
治
大
学
の
歴
史
展
が

頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
。
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
一
〇
月
五
日
か

ら
九
日
に
か
け
て
、
大
学
会
館
六
階
で
「
明
治
大
学
の
歴
史
展
」

が
久
々
に
開
催
さ
れ
、
好
評
を
博
し
て
い
る
。
次
い
で
、
同
七

（一

繼
繻
ﾜ
）
年
＝
月
七
日
か
ら
＝
日
に
か
け
て
、
「
記
念
館

さ
よ
な
ら
イ
ベ
ン
ト
」
の
一
環
と
し
て
二
号
館
二
部
学
生
課
跡
で

「
明
治
大
学
記
念
館
歴
史
展
」
が
開
催
さ
れ
、
約
三
千
人
を
越
す

見
学
者
が
来
場
し
、
消
え
ゆ
く
記
念
館
に
名
残
を
惜
し
ん
だ
。
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今
回
、
同
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
一
一
月
一
九
日
か
ら
二
四
日

に
か
け
て
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
一
環
と
し

て
最
上
階
二
三
階
に
あ
る
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
、
サ
ロ
ン
紫
紺
、

伊
藤
紫
虹
ホ
ー
ル
を
会
場
に
し
て
再
び
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
を

開
催
し
、
前
回
を
大
き
く
上
回
る
五
千
人
を
越
え
る
見
学
者
が
来

場
し
た
。

　
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
た
今
回
の
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
の
開

催
に
至
る
ま
で
の
準
備
過
程
、
問
題
点
な
ど
を
、
経
費
、
展
示
構

想
、
会
場
設
定
、
運
営
組
織
、
広
報
活
動
な
ど
項
目
別
に
述
べ
る

と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
　
展
示
経
費

　
平
成
九
（
　
九
九
七
）
年
一
〇
月
、
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
開
催

に
必
要
な
予
算
要
望
書
を
提
出
し
た
。
一
九
九
八
年
二
月
中
旬
に

は
予
算
の
内
示
を
得
て
い
た
が
、
後
に
述
べ
る
事
情
に
よ
り
会
場

の
正
式
決
定
が
遅
れ
た
た
め
展
示
業
老
と
の
折
衝
開
始
が
七
月
に

ず
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
八
月
上
旬
に
展
示
業
者
が
経
費
見
積
り
を
提
示
し
た
が
大
幅
に

予
算
額
を
越
え
て
い
た
。
理
由
は
、
展
示
会
場
の
豪
華
に
見
合
っ

た
設
営
を
し
た
た
め
で
あ
り
、
双
方
が
合
意
で
き
る
経
費
を
決
定

す
る
の
に
更
に
時
間
を
要
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
以
後
の
準
備
作

業
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

②
　
展
示
構
想

　
ま
ず
、
展
示
の
目
的
は
、
「
過
去
は
未
来
の
土
台
で
あ
る
」
と
い

う
観
点
に
基
づ
き
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
の
竣
工
に
際
し
て
明
治
大

学
の
一
一
七
年
の
歴
史
を
振
り
返
り
未
来
を
考
え
る
糧
に
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
四
月
中
旬
に
は
第
一
次
企
画
案
を
作
成
し
た
。
今
回

は
、
過
去
二
回
の
歴
史
展
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
展
示
方
式
と
し

て
「
時
経
事
緯
」
、
即
ち
、
時
系
列
の
大
学
通
史
を
縦
糸
に
し
、
例

え
ば
「
校
友
の
活
躍
」
な
ど
事
柄
（
特
定
テ
ー
マ
）
を
横
糸
に
し

て
全
体
を
織
り
成
す
こ
と
に
し
た
。
「
時
経
事
緯
」
の
具
体
的
内

容
に
つ
い
て
は
次
章
で
紹
介
さ
れ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
目
的
は

明
治
大
学
の
歴
史
を
よ
り
幅
広
く
よ
り
親
し
み
や
す
く
理
解
し
て

も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
解
説
文
な
ど
も
で
き
る
だ

け
平
易
な
表
現
に
心
が
け
た
。

　
な
お
、
展
示
に
際
し
て
は
個
人
情
報
や
差
別
用
語
の
問
題
に
は
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細
心
の
注
意
を
払
っ
た
。

③
　
展
示
会
場

　
会
場
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
i
二
三
階
に
あ

る
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
、
サ
ロ
ン
紫
紺
、
伊
藤
紫
虹
ホ
ー
ル
を

想
定
し
て
い
た
が
、
展
示
企
画
案
の
作
成
を
し
た
四
・
五
月
の
段

階
で
は
会
場
使
用
許
可
を
決
定
で
き
る
部
署
が
明
確
で
な
く
、
正

式
決
定
が
六
月
中
旬
の
常
勤
理
事
会
ま
で
ず
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
従
っ
て
、
会
場
決
定
を
必
須
条
件
と
す
る
展
示
業
者
に
よ
る
経

費
の
最
終
見
積
り
も
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当

室
で
は
短
期
間
に
大
量
の
準
備
作
業
を
こ
な
す
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。

　
更
に
、
会
場
使
用
に
つ
い
て
も
、
展
示
に
よ
り
建
物
内
部
の
景

観
と
外
の
眺
望
を
損
な
わ
な
い
、
伊
藤
紫
虹
ホ
ー
ル
の
壁
面
に
掲

げ
ら
れ
た
芸
術
作
品
の
鑑
賞
を
妨
げ
な
い
と
の
条
件
が
付
け
ら
れ

た
。
そ
の
た
め
、
展
示
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
展
示
量
が
大
き
く
制
約

さ
れ
、
展
示
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
「
展
示
品
の
数
が
少
な

い
」
、
「
見
学
順
路
が
わ
か
り
に
く
い
」
と
の
不
満
と
し
て
現
れ
て

い
る
。

　
今
回
の
会
場
に
関
し
て
は
、
使
用
決
定
時
期
、
展
示
見
積
り
最

終
決
定
時
期
、
展
示
上
の
制
約
な
ど
の
面
で
様
々
な
問
題
が
有
っ

た
が
、
何
よ
り
も
大
き
な
プ
ラ
ス
は
、
五
千
名
を
大
き
く
上
回
る

来
場
者
が
訪
れ
、
明
治
大
学
の
歴
史
を
広
く
学
内
外
に
ア
ピ
ー
ル

で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

ω
　
運
営
組
織
と
開
催
期
間
の
要
員

　
当
初
は
、
歴
史
編
纂
事
務
室
の
単
独
事
業
と
し
て
準
備
を
進
め

て
い
た
が
、
会
場
設
定
や
開
催
期
間
中
の
要
員
手
配
、
事
前
の
広

報
活
動
な
ど
の
関
係
か
ら
六
月
中
旬
以
降
は
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣

工
記
念
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
傘
下
の
各
行
事
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

グ
ル
ー
プ
に
「
明
治
大
学
歴
史
展
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
ル
ー
プ
」

と
し
て
参
加
し
た
。

　
従
っ
て
、
開
催
期
間
も
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
ホ
ー
ム

カ
ミ
ン
グ
実
施
日
の
一
一
月
二
二
日
（
日
）
を
含
む
一
一
月
一
九

日
（
木
）
か
ら
一
一
月
二
四
日
（
火
）
に
設
定
し
た
。

　
展
示
構
想
や
準
備
過
程
に
つ
い
て
は
、
六
月
】
○
日
の
リ
バ
テ

ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
で
展
示
構
想
を
説
明

し
て
了
承
を
得
、
準
備
過
程
で
は
何
度
か
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
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ル
ー
プ
責
任
者
会
議
で
進
捗
状
況
を
報
告
し
、
行
事
全
体
と
の
調

整
を
図
っ
た
。

　
開
催
期
間
中
の
要
員
に
つ
い
て
は
、
イ
ベ
ン
ト
全
体
の
事
務
局

で
あ
る
教
育
振
興
部
を
通
じ
て
イ
ベ
ン
ト
担
当
部
署
の
枠
を
越
え

た
手
配
が
な
さ
れ
た
た
め
、
受
付
、
取
材
・
質
問
対
応
、
見
学
者

誘
導
、
展
示
品
保
護
な
ど
の
要
員
手
配
が
可
能
に
な
っ
た
。
お
か

げ
で
、
五
千
人
を
越
え
る
見
学
者
が
来
場
し
た
な
か
で
、
特
に
ト

ラ
ブ
ル
も
な
く
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑤
　
広
　
報

　
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
の
広
報
は
、
主
に
以
下
の
四
つ
の
ル
ー

ト
で
行
わ
れ
た
。

　
a
　
広
報
部
発
行
の
「
明
治
大
学
広
報
」

　
b
　
教
育
振
興
部
校
友
課
発
行
の
「
ζ
①
三
Z
。
≦
」

　
c
　
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
に
よ

　
　
る
広
報
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
、
新
聞
六
社
（
朝
日
、

　
　
毎
日
、
読
売
、
日
経
、
産
経
、
東
京
新
聞
）
一
〇
月
一
〇
日

　
　
付
け
全
面
広
告
、
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
関
係
メ
デ
ィ
ア
（
ぴ
あ
、

　
　
S
P
A
な
ど
）

　
d
　
歴
史
編
纂
事
務
室
作
成
の
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
独
自
の

　
　
ポ
ス
タ
ー
と
案
内
状

　
今
回
の
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
は
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記

念
イ
ベ
ン
ト
の
一
環
と
し
開
催
さ
れ
た
た
め
多
岐
に
わ
た
る
強
力

な
広
報
が
な
さ
れ
、
来
場
者
が
五
千
人
を
大
幅
に
越
す
と
い
う
成

果
を
も
た
ら
し
た
。

　
準
備
過
程
の
大
略
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
開
催

に
至
る
ま
で
に
展
示
資
料
の
借
用
や
運
搬
な
ど
の
面
で
、
総
務
部
、

総
合
施
設
整
備
推
進
室
、
体
育
課
、
図
書
館
、
管
財
部
ほ
か
多
く

の
部
署
の
協
力
を
得
た
こ
と
を
感
謝
の
意
を
こ
め
て
申
し
添
え
ま

す
。2

展
示
内
容
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
展
示
の
内
容
に
つ
い
て
、
目
的
・
方
法
上
の
こ
と
、

技
術
上
の
こ
と
、
そ
し
て
内
容
構
成
上
の
こ
と
の
三
点
に
分
け
て

述
べ
た
い
。
い
ず
れ
も
大
学
史
展
に
と
っ
て
核
心
的
な
こ
と
で
あ

る
。
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ω
　
展
示
の
目
的
と
方
法

　
今
回
の
大
学
史
展
準
備
に
際
し
、
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

当
歴
史
編
纂
事
務
室
の
過
去
の
事
例
を
思
い
越
こ
す
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
幸
い
に
も
当
室
は
近
年
、
二
回
の
大
学
史
展
を
経
験
し

て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
前
記
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
三
年
一
〇

月
五
日
か
ら
九
日
ま
で
開
催
し
た
「
明
治
大
学
の
歴
史
展
」
で
あ

る
。
こ
の
展
覧
会
は
長
年
携
わ
っ
て
き
た
一
〇
〇
年
史
編
纂
事
業

の
過
程
で
寄
贈
や
移
管
さ
れ
た
り
、
購
入
す
る
な
ど
し
て
収
集
さ

れ
た
史
料
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
や
や
不
足
し
て
い
る
部
分
の

史
料
収
集
に
理
解
を
得
よ
う
と
い
う
こ
と
（
と
く
に
こ
れ
か
ら
執

筆
に
当
た
る
『
明
治
大
学
百
年
史
』
題
四
巻
の
史
料
の
た
め
）
、
さ

ら
に
東
日
本
大
学
史
連
絡
協
議
会
・
西
日
本
大
学
史
担
当
者
会
合

同
研
究
会
々
場
校
と
し
て
協
力
し
よ
う
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
開

催
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
学
に
と
っ
て
実
に
約
半
世
紀
ぶ
り
の
本

格
的
な
大
学
史
展
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
久
々
の
開
催
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
基
本
的
に
明
治
大
学
の
正
史
を
知
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
展
示
の
主
眼
を
お
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
展
示
方
式
・

内
容
構
成
と
も
時
期
を
追
う
形
を
と
り
、
か
つ
制
度
を
中
心
に
し

た
。
そ
の
二
年
後
、
す
な
わ
ち
一
九
九
五
年
一
一
月
七
日
か
ら
一

一
日
ま
で
に
「
記
念
館
さ
よ
な
ら
イ
ベ
ン
ト
」
の
一
環
と
し
て

「
記
念
館
歴
史
展
」
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
す
で
に
キ
ヶ
ッ
チ
・

フ
レ
ー
ズ
や
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
解
体
・
消
滅
す
る
三

代
目
記
念
館
を
偲
ん
で
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
全
く
異
な

る
形
と
内
容
の
大
学
史
展
を
経
験
し
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
展
覧
会
は
い
ま
ま
で
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
規
模
・
予
算
、

あ
る
い
は
ス
ペ
ー
ス
等
、
全
て
の
面
で
多
大
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
展
示
目
的
と
し
て
は
多
く
の
見
学
者
に
創
立
以

来
の
本
学
の
歴
史
を
正
式
に
、
正
確
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
二
一
世
紀
の
明
治
大
学
を
構
想
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
業
務
の
都
合
上
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
か
り
や
す
く
、
前
者
は

「
正
史
」
、
後
者
は
「
ト
ピ
ヅ
ク
ス
」
（
時
に
は
「
テ
ー
マ
・
コ
ー

ナ
ー
」
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
問
題
は
そ
の
正
史
と
ト
ピ
ッ
ク

ス
（
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
）
の
整
合
を
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ

の
ト
ピ
ッ
ク
ス
（
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
）
た
る
も
の
は
何
か
、
具

体
的
に
は
キ
ー
ワ
ー
ド
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
初
は
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「
建
学
の
精
神
・
理
念
の
再
認
識
」
・
「
校
友
と
地
方
論
」
・
「
国
際

的
交
流
」
・
「
教
育
環
境
」
・
「
学
校
生
活
」
と
い
っ
た
も
の
が
候
補

に
の
ぼ
っ
た
。
だ
が
、
結
局
は
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に
全
国
か

ら
集
う
多
く
の
「
校
友
」
（
彼
ら
の
学
生
時
代
の
こ
と
も
含
め
て
）

を
意
識
し
、
強
調
す
る
こ
と
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
事

実
、
明
治
大
学
の
歴
史
は
校
友
の
歴
史
、
と
い
う
側
面
は
否
め
な

い
し
、
ま
た
今
後
も
校
友
の
協
力
な
し
に
明
治
大
学
は
あ
り
え
な

い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
正
史
と
ト
ピ
ッ
ク
ス
（
テ
ー
，
マ
・
コ

ー
ナ
ー
）
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
は
容
易
に
は
で
き
な

か
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
正
史
が
流
れ
る
よ
う
に
追
う

「
動
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
（
テ
ー
マ
・
コ
ー

ナ
ー
）
は
立
ち
止
ま
る
「
静
」
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
と
検
討
の
結
果
、
至
っ
た
展
示
方
法
は
わ

れ
わ
れ
の
造
語
と
い
え
よ
う
が
「
キ
ャ
ラ
。
ハ
ン
方
式
」
で
あ
っ
た
。

シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
を
行
く
隊
商
を
連
想
し
て
と
っ
た
こ
の
方
式
は
、

ラ
ク
ダ
を
結
ぶ
ロ
ー
プ
の
部
分
を
正
史
に
た
と
え
、
ラ
ク
ダ
（
も

し
く
は
コ
ブ
の
と
こ
ろ
）
を
ト
ピ
ッ
ク
ス
（
テ
ー
マ
・
コ
ー

ナ
ー
）
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
は
何
で
も
よ
か
っ
た
。
中

国
の
万
里
の
長
城
を
見
立
て
て
、
通
路
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
正
史
、

途
中
の
櫓
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
ト
ピ
ッ
ク
ス
（
テ
ー
マ
・
コ
ー

ナ
ー
）
と
い
っ
た
こ
と
も
讐
え
ら
れ
た
。
展
示
を
追
っ
て
い
き
、

途
中
で
一
息
入
れ
て
考
え
た
り
、
懐
か
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う

光
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
今
回
の
大
学
史
展

は
い
ま
ま
で
経
験
し
た
正
史
展
と
テ
ー
マ
展
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
新

し
い
方
式
と
な
っ
た
。
若
干
、
改
ま
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
時

系
列
（
時
代
の
流
れ
）
の
展
示
と
場
（
空
間
、
テ
ー
マ
）
の
展
示

と
を
混
合
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
②
　
展
示
の
技
術

　
次
に
展
示
の
技
術
上
の
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
触
れ
て
み
た
い
。

企
画
の
上
で
最
も
意
識
し
た
こ
と
は
、
で
き
る
範
囲
で
極
力
、
新

し
い
展
示
の
方
法
や
技
術
を
採
り
入
れ
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
な
る
べ
く
立
体
的
な
陳
列
を
し
た
い
と
考

え
た
。
し
た
が
っ
て
、
物
品
の
類
を
多
く
し
た
り
、
関
連
す
る
も

の
と
複
合
さ
せ
て
並
べ
る
。
例
え
ば
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
使
用
の
机
上

に
、
彼
の
肖
像
画
を
た
て
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
あ
る
い
は

窓
側
に
明
治
初
年
の
鳥
鰍
写
真
を
拡
大
し
て
掲
示
し
、
現
状
と
比
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較
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
実
現
し
た
が
、

音
声
と
映
像
に
よ
る
表
現
な
ど
は
予
算
の
関
係
で
で
き
な
か
っ
た
。

次
に
大
勢
の
方
々
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
人
た
ち
が
見
え
る
た
め
に
、

親
し
み
や
す
い
展
示
に
し
よ
う
と
し
た
。
と
り
わ
け
説
明
文
は
わ

か
り
や
す
く
、
か
つ
簡
潔
に
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
。
ま
た
、
図

版
の
形
に
統
一
性
を
持
た
せ
、
カ
ラ
フ
ル
に
し
よ
う
と
し
た
。
さ

ら
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
知
り
た
い
ひ
と
の
た
め
に
展
示
品
の
補

足
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
用
意
し
た
。
し
か
し
、
な
ん
と
し
て
も
残
念

で
あ
っ
た
の
は
外
国
人
の
た
め
に
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
等
の
、
ま

た
身
体
障
害
者
の
た
め
の
点
字
等
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
実
現
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
反
省
事
項
と
な
っ
た
。

　
問
題
は
展
示
会
場
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
記
し
た
よ
う
に
展
示

会
場
は
当
初
か
ら
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
の
最
上
階
（
二
三
階
）
を
希

望
し
て
い
た
が
、
ど
の
部
屋
が
使
用
で
き
る
の
か
、
容
易
に
決
定

し
な
か
っ
た
（
前
記
）
。
し
た
が
っ
て
、
当
室
で
ば
二
室
（
岸
本
辰

雄
記
念
ホ
ー
ル
と
サ
ロ
ン
紫
紺
）
と
三
室
（
前
者
に
伊
藤
紫
虹

ホ
ー
ル
を
加
え
る
）
の
使
用
を
想
定
し
て
レ
イ
ア
ウ
ト
を
進
め
た
。

結
果
と
し
て
は
三
室
と
も
使
用
出
来
る
こ
と
と
な
っ
た
。
レ
イ
ア

ウ
ト
を
急
ぐ
た
め
に
建
設
途
中
の
会
場
に
出
向
く
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
展
示
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
に
く
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
当
然
、
竣
工
し
た
後
は
幾
度
も
歩
を
運
ん
だ
。
し
か
し
、
岸

本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
は
円
形
で
あ
り
、
天
井
は
高
く
ド
ー
ム
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
特
殊
な
構
造
を
展
示
に
ど
の
よ
う
に
活

用
し
た
ら
よ
い
の
か
、
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ

は
一
面
、
贅
沢
な
悩
み
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
当
ホ
ー
ル
は
施

設
・
設
備
が
よ
り
一
層
、
華
美
な
た
め
展
示
史
料
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
展
示
物
が
死

ん
で
し
ま
う
」
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
三

室
と
も
東
側
窓
は
き
わ
め
て
展
望
が
よ
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、

眺
望
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

　
　
　
　
し
や
へ
い

の
部
分
を
遮
蔽
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
展
示
見
学
よ
り
外
観
見
物
を
楽
し
む
方
の
こ
と
も
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
窓
側
の
ス
ペ
ー
ス
を

広
く
と
る
こ
と
は
、
展
示
の
最
大
の
障
害
と
な
る
自
然
光
を
ど
の

よ
う
に
調
整
し
た
ら
よ
い
の
か
、
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
伊
藤
紫
虹

ホ
ー
ル
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
同
氏
の
絵
画
を
展
示
に
生
か
し
て
ほ

し
い
と
い
う
要
望
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
岸
本
辰
雄
記
念
モ
ー
ル

内
の
は
め
込
み
の
展
示
ケ
ー
ス
（
一
〇
基
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
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利
用
を
十
分
に
検
討
し
た
が
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
③
　
展
示
の
内
容
構
成

　
前
記
の
よ
う
な
展
示
の
目
的
・
方
法
や
技
術
に
よ
り
内
容
構
成

に
か
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
部
分
は
本
展
示
の
良
し

悪
し
が
問
わ
れ
る
、
い
わ
ば
命
に
相
当
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ

の
こ
と
に
は
相
当
な
時
間
と
手
間
を
要
し
た
、
構
成
案
は
幾
度
も

修
正
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
な
っ
た
内
容
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
1
　
夜
明
け
前
、
2
　
明
治
法
律
学
校
の
誕
生
、
3
　
山
あ
り

　
谷
あ
り
の
時
代
、
4
　
大
学
昇
格
、
5
　
戦
争
と
明
治
大
学
、

　
6
　
戦
後
の
復
興
と
改
革
、
7
　
未
来
へ
は
ば
た
く

　
こ
れ
が
書
物
で
い
え
ば
章
に
当
た
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
下
に

「
節
」
の
よ
う
な
も
の
を
配
し
た
。
例
え
ば
、
「
1
　
夜
明
け
前
」

の
下
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ω
　
創
立
者
が
生
ま
れ
、
育
つ
　
　
②
　
創
立
者
が
上
京
す
る

　
こ
の
よ
う
に
短
文
に
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
見
や
す
く

し
た
。

　
次
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
所
々
に
テ
ー
マ
の
コ
ー
ナ
ー
を
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
六
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。

　
1
　
幕
末
維
新
・
明
治
大
学
ゆ
か
り
の
地
、
2
　
草
創
期
の
学

　
生
生
活
、
3
　
支
え
る
校
友
、
4
　
ス
ポ
ー
ツ
明
治
・
「
お
瓦

　
明
治
」
、
5
　
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
・
記
念
館
、
6
　
戦
後
・
学

　
生
の
生
活
事
情

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
節
」
や
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
に
史
料
を

配
置
す
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
ず
は
候
補
史
料
の
リ
ス
ト
を
作
成
し

た
。
展
示
の
ス
ペ
ー
ス
を
考
慮
し
て
、
一
点
ず
つ
、
素
材
・
形
状

・
寸
法
も
記
録
し
た
。
そ
の
次
に
選
択
し
た
史
料
に
タ
イ
ト
ル
を

付
し
た
。
制
作
年
代
の
確
認
・
点
検
も
行
っ
た
。
こ
れ
ら
が
終

わ
っ
た
後
、
各
節
や
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
史
料
の
配
列

に
か
か
っ
た
。

　
著
作
権
や
プ
ラ
イ
。
ハ
シ
i
等
々
に
も
留
意
し
た
。
い
く
つ
か
の

史
料
に
対
し
て
は
利
用
許
可
の
手
続
き
を
と
っ
た
が
、
敗
戦
直
後

の
明
治
大
学
女
子
寮
の
写
真
（
『
毎
日
グ
ラ
フ
』
掲
載
）
は
撮
影
者

の
所
在
が
確
認
で
き
ず
、
断
念
し
た
。

　
さ
ら
に
は
、
各
章
や
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
の
解
説
や
年
表
や
図

表
、
さ
ら
に
は
「
ご
あ
い
さ
つ
」
・
「
お
わ
り
に
」
と
い
っ
た
パ

ネ
ル
原
稿
の
作
成
に
も
と
り
か
か
っ
た
。
展
示
史
料
の
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
に
は
必
要
に
応
じ
て
ご
く
簡
単
な
解
説
を
付
し
た
。
そ
れ
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で
も
不
十
分
と
思
わ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
出
来
事

に
つ
い
て
、
補
足
的
な
ビ
ラ
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
や
や
詳
し
く
、

か
つ
一
覧
で
き
る
当
室
作
成
の
年
表
も
用
意
し
た
。

　
借
用
す
る
史
料
は
直
接
出
向
い
た
り
、
搬
送
（
い
わ
ゆ
る
「
美

術
搬
送
」
）
の
手
続
き
を
と
っ
た
。

　
や
や
蛇
足
気
味
で
あ
る
が
、
内
容
構
成
に
と
も
な
う
関
連
業
務

の
こ
と
も
、
若
干
、
綴
っ
て
お
き
た
い
。
レ
イ
ア
ゥ
ト
に
つ
い
て

は
か
な
り
の
期
間
、
展
示
業
者
と
話
し
合
っ
た
。
業
者
も
し
ぼ
し

ぼ
当
歴
史
編
纂
事
務
室
や
展
示
会
場
に
足
を
運
び
、
精
力
的
に
当

た
っ
て
く
れ
た
。
ポ
ス
タ
ー
、
ポ
ス
ト
・
カ
ー
ド
の
印
刷
業
者
、

学
内
印
刷
担
当
者
も
的
確
に
仕
事
を
処
理
し
て
く
れ
た
。
こ
の
間
、

本
展
覧
会
に
つ
い
て
、
校
友
会
報
、
イ
ベ
ン
ト
全
体
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
『
学
園
だ
よ
り
』
に
記
事
を
掲
載
す
る
た
め
に
執
筆
な
ど

に
当
た
っ
た
。
こ
う
し
た
、
内
容
構
成
と
そ
の
関
連
業
務
に
つ
い

て
は
筆
舌
し
が
た
い
。
後
掲
の
資
料
も
一
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
の
最
後
に
付
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
目
下
、

当
室
は
資
料
室
（
明
治
中
高
校
、
仮
設
）
と
事
務
室
（
大
学
会

館
）
と
が
か
な
り
離
れ
て
お
り
、
史
料
の
検
討
や
運
搬
に
か
な
り

非
能
率
的
で
あ
っ
た
。
今
後
の
大
き
な
反
省
点
と
課
題
で
あ
る
。

4
　
結
果
報
告

　
開
催
期
間
中
の
来
場
者
の
年
齢
層
お
よ
び
反
響
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
報
告
に
か
え
る
。

a
　
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
の
入
場
者
数
と
年
齢
層

b
　
「
明
治
大
学
歴
史
展
」
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　
　
＊
以
上
は
歴
史
編
纂
事
務
室
作
成
。
本
文
の
あ
と
に
掲
載

　
　
　
し
た
。

　
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
、
今
回
の
「
明
治
大
学
歴
史
展
」

が
閉
幕
後
に
撤
去
さ
れ
る
の
を
惜
し
み
、
常
設
展
へ
の
要
望
が
多

く
出
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
応
え
る
こ
と
を
も
含
め
て
歴
史
編
纂

事
務
室
で
は
、
「
大
学
史
料
館
」
の
創
立
を
最
終
目
的
に
し
て
い

る
が
、
一
九
九
九
年
は
大
学
会
館
↓
階
の
西
側
壁
面
を
利
用
し
て
、

時
折
テ
ー
マ
を
変
え
な
が
ら
大
学
史
に
関
す
る
小
展
示
を
試
み
る

予
定
で
す
。
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a

「
明
治
大
学
歴
史
展
」
の
入
場
者
数
と
年
齢
層
に
つ
い
て

　
一
九
九
八
年
一
二
月
（
歴
史
編
纂
事
務
室
集
計
）

　
こ
の
数
年
来
、
歴
史
編
纂
事
務
室
は
、
本
学
の
歴
史
に
関
す
る

展
覧
会
を
頻
繁
に
開
催
し
て
い
る
。
九
三
年
一
〇
月
（
五
～
九

日
）
に
は
約
半
世
紀
ぶ
り
に
総
合
的
な
大
学
歴
史
を
開
催
し
、
継

い
で
九
五
年
一
一
月
（
七
～
一
一
日
）
に
は
記
念
館
サ
ヨ
ナ
ラ
・

イ
ベ
ン
ト
に
合
わ
せ
て
記
念
館
歴
史
展
を
、
今
回
九
八
年
一
一
月

（一

縺
`
二
四
日
）
は
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
i
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
の

一
環
と
し
て
校
友
の
活
躍
や
学
生
生
活
に
も
焦
点
を
当
て
た
大
学

歴
史
展
を
開
催
し
た
。

　
今
回
の
入
場
者
は
、
前
回
の
三
〇
〇
〇
名
を
更
に
大
き
く
上
回

り
、
五
〇
〇
〇
名
を
越
え
て
い
る
。
各
開
催
日
の
入
場
者
数
は
下

記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
一
月
一
九
日
（
木
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
六
時
　
　
三
二
五
名

　
一
一
月
二
〇
日
（
金
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
六
時
　
　
三
四
四
名

　
一
一
月
二
一
日
（
土
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
四
時
　
　
四
六
九
名

　
一
一
月
二
二
日
（
日
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
六
時
　
四
〇
〇
〇
名

　
一
一
月
二
三
日
（
月
）
祝
日
　
閉
場

　
一
一
月
二
四
日
（
火
）
午
前
一
〇
時
～
午
後
四
時
　
　
三
五
〇
名

合
計
　
五
四
八
八
名

　
＊
一
九
日
～
二
一
日
の
入
場
者
数
は
芳
名
簿
記
入
者
数
に
よ
る
。

　
　
二
二
日
の
イ
ベ
ン
ト
当
日
は
大
勢
の
入
場
者
が
あ
り
、
午
後

　
　
一
時
に
は
用
意
し
た
芳
名
簿
が
な
く
な
り
自
由
入
場
に
切
り

　
　
換
え
た
。
三
時
間
の
芳
名
簿
記
入
者
が
一
七
〇
〇
名
な
の
で
、

　
　
閉
場
ま
で
の
五
時
間
の
入
場
者
数
は
少
な
く
み
て
も
二
〇
〇

　
　
〇
～
二
五
〇
〇
名
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
二
二
日
の
入
場
者

　
　
数
を
四
〇
〇
〇
名
と
推
定
し
た
。
二
四
日
の
入
場
者
数
は
、

　
　
会
場
で
配
布
し
た
注
意
事
項
の
印
刷
物
枚
数
に
よ
る
。

　
入
場
者
の
年
齢
層
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
見
る

　
と
、
五
〇
～
六
〇
代
が
最
も
多
く
、
一
〇
～
二
〇
代
が
こ
れ
に

　
次
ぎ
、
三
〇
～
四
〇
代
が
最
も
少
な
か
っ
た
。

b

「
明
治
大
学
歴
史
展
」
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　
一
九
九
八
年
一
二
月
（
歴
史
編
纂
事
務
室
集
計
）

1
　
よ
か
っ
た
こ
と

一76一



　
こ
れ
か
ら
入
る
予
定
の
学
校
の
こ
と
が
分
か
っ
て
よ
か
っ
た

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
代

　
歴
史
の
あ
る
大
学
に
入
学
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
実
感

し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
自
分
の
大
学
の
歴
史
を
知
ら
な
い
ま
ま
卒
業
す
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
の
で
よ
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
明
治
大
学
の
歴
史
、
昔
の
学
生
の
生
活
な
ど
か
ら
日
本
の
歴

史
が
見
え
て
き
そ
う
な
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
展
示
で
よ
か
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
こ
ん
な
物
も
と
っ
て
あ
る
ん
だ
！
　
と
い
う
細
か
な
物
の
展

示
が
あ
っ
て
面
白
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
西
園
寺
公
望
や
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
な
ど
日
本
史
の
教
科
書
に
も

出
て
く
る
人
の
所
持
品
が
見
ら
れ
て
、
驚
く
と
と
も
に
感
激
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
創
立
者
で
あ
る
三
人
の
写
真
が
あ
り
、
顔
が
分
か
っ
て
よ

か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
明
治
大
学
の
歴
史
と
一
緒
に
、
こ
の
近
辺
の
歴
史
も
分
か
っ

て
よ
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
在
学
中
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
貴
重
な
資
料
が
、
ご
く
一
部
と

は
い
え
見
ら
れ
た
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
代

　
在
学
中
に
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
よ
く
分

か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
代

　
昔
の
資
料
な
ど
を
、
じ
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
代

　
歴
史
あ
る
貴
重
な
資
料
を
拝
見
し
、
こ
こ
に
息
子
が
学
ん
で

い
る
と
思
う
と
嬉
し
く
な
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
代

　
大
学
の
歴
史
が
時
系
列
で
示
さ
れ
て
お
り
よ
か
っ
た
。
学
生

時
代
は
関
心
が
無
か
っ
た
が
、
今
に
な
る
と
…
…
や
は
り
、
私

も
年
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
！
。
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
代

　
今
ま
で
大
学
の
歴
史
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
が
、
あ
ら
た
め

て
歴
史
を
知
っ
て
よ
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
明
治
大
学
を
卒
業
し
た
一
人
と
し
て
、
創
立
以
来
の
資
料
を

拝
見
し
て
感
動
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
ま
も
な
く
の
歴
史
展
開
催
は
、
と
て

も
タ
イ
ム
リ
ー
で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
歴
史
展
を
見
て
、
明
治
大
学
の
よ
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
代

　
戦
時
繰
り
上
げ
卒
業
だ
っ
た
の
で
、
当
時
の
展
示
品
に
感
動
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し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
代

　
年
代
順
で
わ
か
り
や
す
い
。
特
に
、
記
念
館
に
ス
ポ
ヅ
ト
を

当
て
た
点
が
よ
い
。
字
（
パ
ネ
ル
）
も
大
き
く
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
年
代
順
の
途
中
に
、
テ
ー
マ
別
の
展
示
が
あ
っ
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
わ
か
り
や
す
い
時
代
区
分
と
簡
潔
な
年
表
が
よ
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
代

　
展
示
品
、
説
明
パ
ネ
ル
等
の
レ
イ
ア
ウ
ト
が
よ
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
代

　
展
示
場
と
展
示
が
う
ま
く
調
和
し
て
い
た
。
　
　
　
三
〇
代

　
解
説
が
分
か
り
や
す
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
代

　
内
容
が
深
く
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
五
〇
代

皿
　
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
こ
と

　
　
展
示
資
料
が
、
も
う
少
し
多
け
れ
ば
よ
か
っ
た
。
歴
史
が
古

　
い
わ
り
に
は
展
示
物
が
少
な
い
。

　
　
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
の
展
示
品
が
少
な
か
っ
た
　
二
〇
代

　
　
現
在
、
未
来
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
て
欲
し
か
っ
た
　
五
〇
代

明
治
中
学
・
高
校
の
こ
と
が
展
示
か
ら
欠
け
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
代

「
戦
争
と
明
治
大
学
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
大
学
の
戦
争
責
任

が
不
明
な
点
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
代

　
明
治
大
学
の
歴
史
の
な
か
で
戦
時
は
ほ
ん
の
一
時
期
で
し
た

が
、
「
学
生
と
戦
争
」
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
欲
し
か
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
代

　
運
動
部
を
も
っ
と
取
り
上
げ
て
欲
し
か
っ
た
。
　
　
二
〇
代

　
伝
統
の
ラ
ク
ビ
ー
部
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
展
示

す
る
も
の
が
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
百
周
年
記
念
映
画
の
フ
イ
ル
ム
が
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
上
映
コ
ー
ナ
ー
が
欲
し
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
自
筆
校
歌
の
展
示
に
加
え
て
、
メ
ロ
デ
ィ
が
流
れ
て
い
れ
ば

更
に
よ
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
代

　
パ
ネ
ル
展
示
物
と
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
展
示
物
と
の
関
連
に
明
確

さ
に
欠
け
る
点
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
用
語
説
明
が
不
十
分
だ
っ
た
と
思
う
。
校
友
、
特
別
生
、
校

外
生
e
t
c
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
代

　
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
数
が
少
な
い
せ
い
か
、
資
料
を
押
し
込
み
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皿

の
感
が
あ
っ
た
。

　
順
路
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。

　
展
示
場
内
の
写
真
撮
影
に
制
約
が
あ
っ
た
。

特
に
印
象
に
残
っ
た
展
示
品

特
に
、
校
友
関
係
の
資
料
に
注
目
し
た
。

御
茶
の
水
の
由
来
絵
画
。

創
立
者
の
資
料
に
と
て
も
興
味
が
有
り
ま
し
た
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
使
用
の
机
。

校
歌
の
原
譜
と
自
筆
歌
詞
。

師
弟
食
堂
の
看
板
。

三
代
目
記
念
館
講
堂
外
壁
の
レ
リ
ー
フ
。

出
陣
日
の
丸
寄
せ
書
き
が
印
象
に
残
っ
た
。

女
子
部
関
係
資
料
、
特
に
女
子
部
の
制
帽
と
旗
。

幻
の
目
黒
キ
ャ
ン
パ
ス
。

戦
後
の
吉
祥
寺
寮
関
係
資
料
。

大
学
に
提
出
さ
れ
た

三
〇
代

六
〇
代

五
〇
代

七
〇
代

四
〇
代

四
〇
代

五
〇
代

六
〇
代

二
〇
代

七
〇
代

六
〇
代

四
〇
代

六
〇
代

七
〇
代

　
　
　
　
　
　
　
　
「
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
営
業
許
可
願
い
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
代

大
学
紛
争
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
ラ
ク
ビ
ー
部
の
サ
イ
ン
入
り

ボ
ー
ル
。

五
〇
代

W
　
今
後
の
要
望

　
　
展
示
期
間
が
短
い
の
で
、
も
っ
と
長
く
す
れ
ば
更
に
多
く
の

　
人
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
　
　
　
三
〇
代

　
　
今
後
も
、
ど
こ
か
に
こ
の
展
示
を
残
せ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
代

　
　
定
期
的
に
開
催
し
て
欲
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
代

　
　
岸
本
な
ど
創
立
者
だ
け
の
時
代
に
区
切
っ
た
展
示
を
お
願
い

　
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
　
時
折
テ
ー
マ
を
改
め
な
が
ら
常
時
開
設
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
代

　
　
常
設
の
大
学
歴
史
館
、
又
は
文
書
資
料
館
の
必
要
有
り
で
す
。

　
明
治
大
学
に
無
い
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。
　
　
　
　
五
〇
代
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《付》 アンケート

お疲れさまでした。最後に感想をお聞かせください。

i．この展示の印象は全体として、いかがですか（ア～オに○印をつけてください）。

　　　ア．とてもよかった　　　イ．よかった　　　ウ．ふっうだった

　　　エ．よくなかった　　　　オ．とても悪かった

2．この展示の内容は、いかがでしたか。

（1）わかりやすさ（ア～オに○印をっけてください）。

　　　　ア．よくわかった　　　　イ．わかった　　　ウ．ふっうだった

　　　　エ．わからなかった　　　オ．きわめてわかりにくかった

②　よかったこと（内容や展示品等について、記入してください）。

（3）よくなかったこと（同上）。

3．その他、何かありましたら、お書きください（例：リバティタワーの印象など）。

4．っぎの（1）～（4）のア～キに○をっけてください。

　（1）年齢　　ア．10歳代　　イ。20歳代　　ウ．30歳代　　工．40歳代

　　　　　　　オ。50歳代　　力．60歳代　　キ．70歳代以上

　（2）性別　　ア．男　　　　イ．女

　（3）・学内一・…ア．教員　　　イ．職員　　　ウ．学生

　　・学外・・t－一・・ア．卒業生　　イ．その他

　（4）この展示を知った理由

　　　　　　　ア．ポスター　　イ．案内（ハガキ等）　　ウ．知入から聞いて

　　　　　　　エ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ありがとうございました。出口の所の回収箱にお入れください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－80一
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式典一イベント（案）
1998．6．10　教育振興部校友課作成
イベント担当実行小委員会資料

功労者パーティー （音響・照明・映像・ 物　産　展 模　擬　店 子供向けパフォーマンス

23階大会議室 司会・その他） 体育館内 屋　外 エントランスホール、構内

（歴史編纂室 業者委託
主催の歴史展 ・会場内・外の装飾 体育館BF3 （晴天）藤棚

展示物あり） ・司　会 アリーナに 広場に開店 移動パフ才一マンス

・式典内の進行管理 開店 ・風船配り

・音響、照明管理 ・20店内？ ・テントは？ （98meiji　home

・各テープル2本 ・電源工事 coming　day

・商品の制限 ／120周年募金

・電源工事 キャンペーン等）

オー1｛一フロー教室は設置 （雨天）屋内

しない。 （熱源は電気 ワ　に移動 ・ぬいぐるみ巡回
のみ、臭気の ／エントラ

映像記録は？（ビデオ 強いものは避 ンスホール？ ・記念写真撮影
・スチルカメラ） ける） コーナー設置？

・ゲームコーナー
設置？

・土足用マツ

トレス使用

（司会委託：夢講座の
4コース8講座とも？）

・ドリンクコーナーの

開設（2）？
（使用制限あ

り；無理？）

募金功労者と

のパーティー
・役員挨拶

・招待者挨拶
・功労者表彰
・懇親会

閉　　店 閉　店
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資料1

リバティタワー竣工記念ホームカミング
ホーム・カミング式典 応援団ルード 校舎施設案内 夢　講座 銘板除幕式

時　　間 記念ボー［レ1013室 屋　外 リバティータワー他 1021～1032室 エントランスホ鴫辺

8：30 〔開　　　場〕

9：00 〔受　　　付〕 学内出発

：30 （雨天中止）

正0：00 〔式　　　典〕 学内解散
実行委員長挨拶
理事長　挨　拶
学　長　挨　拶
校友会長挨　拶
卒業生代表挨拶

ll：00 〔記念講演〕

1：総　　　長
H：新「校歌物語」

校歌制作者顕彰

校歌斉唱〔応援団 （式典出場

伴奏？音楽団体？ ・校歌伴奏

副実行委員長挨拶 リーダー）

式典終了

12：00 午後の部案内（食
堂・近隣店舗紹介

13：00 講座開講式？

：30 ・開講挨拶 除　幕　式

14：00 福引大抽選会 （福引会出 ・4コース8講座 ・式　　典
・豪華景品用意 場） ・著名人講師 ・

・1等～　　等 の招贈 ，

・空くじなし！ ・聴講者異動 樽酒鏡割り
（4会場） ドリンクコーナー開

・この間、応援団 設（D
リーダー部、吹奏楽部

15：00 バトンチアリーディング部の

演奏・演技！
・音楽団体も共演
か？

16：00 抽選会終了 （解散）

」

：15 講座終了

17：00 景品交換終了
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資料2 リバティタワー竣工記念イベント全体会資料

1998年11月　19　日

リバティタワー竣工記念イベント全体会

1．集合場所

2．集合時間

3．休日出勤

各PGにおまかせいたします。荷物等置き場：リバティタワー5階　第2会議室

各PGにおまかせいたしますが、9時開場を予定しておりますので8時30分までに

は必ず持ち場についようお願いいたしますe

11月22日（日）の振替休日を事業課鈴木（内線4327）まで連絡ください。他部署一

括入力をいたします。また、当日残業が発生する場合には後日一括申請します。

4．イベント概要

・ホー・Ahミング　昭和43年卒の方中心

・寄付者銘板除幕式

　　　　　鏡害ljり、振舞い酒

・募金受付　随時　サロンマロニエ

・明治大学歴史展　10：00～18：00

・夢講座

・アトラクション

10；OO－－11：50　リバティホ｝ル

ユ3：00・－14：30　フェニックスコリドール

　　　　　　　　・施設見学

5．使用施設一覧

　　　　　　　　地下駐車場…夢講座講師用、物産展搬入用、各種搬入用、基本的に駐車票を持ってい

　　　　　　　　　　　　　　る人のみ‘

　　　　　　　　］階…・・…・…松井康成ホー’レ（受付・福引）、1〔）ll（夢講座）、】Ol：？（夢講座）、

　　　　　　　　　　　　　　］Oユ3（・t・－i，tミング）、フニニフクz7tラザ〔物産展）、フェ；フクス到ド輔ル（銘板除幕式）、

　　　　　　　　　　　　　　ラウンジマVニエ　（募金受｛寸）

　　　　　　　　2階・・・・・・…　一・・ラウンシ’アイヒ．一　〔明大カード）、　］02】　（夢言苛座）．　1022　〔夢言薄座）

　　　　　　　　3階・……・・…講師控室（夢講座講師控室等）、1031（ニッポン放送スタフフ更衣室），

　　　　　　　　　　　　　　】032（明大スタッフ控室＆昼食）

　　　　　　　　4階・…・…・…第1会議室（学生部控室）

　　　　　　　　5階…………第2会議室（職員荷物置場）、第3会議室（募金来賓者控室）

　　　　　　　　6階・・…・……第4・5会議室．（理事控室・AM）、6階各教室（施設案内用）

　　　　　　　　7階・・……・…1077（物産展控室）

　　　　　　　17階”………’一般の方の昼食ao：3〔｝～14：，30）、ドUンクコーナー（15：00～18：00）

　　　　　　　23階・………・・サロン燦（理事控室・PM）、岸本辰雄記念かル等（歴史展）

7．後片付け　　各PGで責任をもって行うこと、また使用備品等は1階中央監視室裏に集めること。

8．防災体制　　別紙資料

　　　　　　　　　　　23階岸本辰雄記念ホール、サロン紫紺、

　　　　　　　　　　　伊藤紫虹ホール

13：00～14：20、15：10～16：30　1011、1012、1021、ユ022教室

チケットは当日売りあり

パレード　　9：00～10：00

応援団等　　12rOO～13：30

福引抽選会．13：40～15：00

風船配り

物産展　　　9：0〔｝～17：〔｝o

ト’リンクコーナ■　　】5：〔｝〔⊃～18：r｝〔〕

G階教塞のデモを中心に教室フmアの教室を紹介
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資料3　「明治大学歴史展」実施体制

　　　　　　　　　　　「明治大学歴史展」実施体制

歴史展の位置ずけ：全開催期間にわたりrリバティタワー竣工記念イベント」の

　　　　　　　　　一環として行う。

開催期間：11fi　19日（木〉～11月24日（火）但し、23日（月・祝）は閉場

開催時間：午前10時～午後6時但し、21（土）24（火）は午後4時まで

業　務　内　容：受付○見学者芳名簿記入依頼、

　　　　　　　　　　○資料配布（展示品リスト・大学史略年表・ポストカード

　　　　　　　　　　　のセット）

　　　　　　　　　　○アンケート用紙の配布と回収

　　　　　　　　　　○当事務室出版物販売

　　　　　　　　　　　（明治大学百年史、紫紺の歴程、事務室報告集）

　　　　　　　　対応○取材・質問対応及び記録として写真撮影等

　　　　　　　　警備○展示品の警備と保護

　　　　　　　　整理○会場整理と見学者誘導

人　員　配　置：

　　（1）11月19日（木）、20日（金）、21日（土）、24日（火）

　　　　　受付：2名　歴史編纂事務室員、総務部庶務課・文書課課員の輪番制

　　　　　　　　＊歴史展受付業務シフト表参照

　　　　　　　　＊受付の責任者は島田

　　　　　対応：1名　鈴木

　　　　　警備：2名　警備会社要員

　　　　　整理：なし

　　（2）11月22日（日）　リバティタワー竣工記念イベント当日

　　　　　受付：3名　島田及び総務部を除く他部署の職員2名

　　　　　対応：1名　鈴木

　　　　　警備：2名　警備会社要員

　　　　　整理：3名　総務部を除く他部署の職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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資料4　歴史展の準備項目（目安）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998・7。

　　　　　　　　　歴史展の準備項目（目安）

　　　　　1．展示レイアウトの決定

　　　　　2．閲覧・点検・借用手続

　　　　　　　　　図書館貴重書室

　　　　　　　　　　西園寺公望の講義筆記ノート　　　　　　　1点

　　　　　　　　　　預金証書（矢代操→長直四郎）　　　　　　1点

　　　　　　　　　　長直城遺稿　　　　　　　　　　　　　　　1点

　　　　　　　　　　校歌楽譜　　　　　　　　　　　　　　　2点

　　　　　　　　　理事長室

　　　　　　　　　　　開学の石碑（ミニチュア）　　　　　　　1点

　　　　　　　　庶務課

　　　　　　　　　　校旗　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

　　　　　　　1　文書課

　　　　　　　　　　学則（最初のもの）　　　　　　　　　　　1点

　　　　　　　　　ラグビー部（もしくは体育課）

　　　　　　　　　　ラグビー・ボール　　　　　　　　　1点

　　　　　　　　管轄部署不明

　　　　　　　　　　三代目記念館模型（大学会館1階ロビー）　　　　1点

　　　　　　　　　　　リバティ・タワー模型（　　〃　　　　）　　　　1点

　　　　　　　　　　ハイテク・センター模型（元大学会館1階ロビー）1点

一1一
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3．学外史料の借用

　　　　山形県天童市

　　　　　佐々木基子家

　　　　　　宮城浩蔵書簡（冊子に綴じ込み）

　　　　　　　r法政誌叢』と編集関係書簡

　　　　　　佐々木忠蔵の校友活動関係

　　　　　阿部安佐家

　　　　　　責善舎関係資料

　　　　　　阿部庫治履歴書

　　　　　　宮城浩蔵書簡

　　　　　佐藤善司家

　　　　　　宮城浩蔵服

岐阜県中津川市

　　山本鉋・久子家

　　　女子部帽子

神奈川県箱根町

　　環翠楼

　　　応援旗

　　　仲居の紫紺の服（あれば）

4．看板・パネルの原稿作成

　　　看板のデザイン

　　　挨拶・お礼の文章とレイアウト

　　　各章の説明文原稿

　　　　タイトルの原稿

　　　　キャプションの原稿

　　　図表や地図の原稿作成

一2一
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5．展示史料の用意

　　　　展示品リストに沿い事務室内に順に並べる

6，展示品の補修依頼

　　　　クリーニング依頼も含む

　　　　借用品の補修も含む

7．展示品の複製依頼

8．ポスターの原稿作成

　　　　とくにデザイン（絵柄）について

　　　　校正

9．ポスト・カードの原稿作成

　　　　とくにデザイン（絵柄）について

　　　　校正

10．パンフレットの原稿作成

　　　　表紙、内容、奥付等について（2色刷り）

　　　　校正

ll．学内の施設・備品の準備

　　　　横長小テーブル

　　　　衝立

　　　　23階倉庫の確保

　　　　23階大会議室の確保

12．学内展示物の搬送（展示会場や事務室へ）

　　　　模型や資料室物品や書籍等

13．警備態勢

　　　　19～21日、23日の場合

　　　　　　　　　　　　　　　一3－
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22日の場合

人員

14．広報活動

　　　　実行委員会パンフレットの原稿作成（8月末）

　　　　『明治大学広報』へ原稿提出

　　　　ポスター掲示および掲示依頼

　　　　案内状のリスト作成と郵送

15．アルバイトの調達

　　　　専門アルバイト

　　　　作業アルバイト

16．当日の受付

17．　その他

　　　　文書目録（今回打ち出しのもの）の検討

一4一
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資料5　明治大学歴史展パンフレット

鎌
鞭

　：し凌記念館

騨丸つた燵

’∠鼠”

会期1998年11月19Lj（木）～24　E」（火）

　　　　午前10時～午後6時
　　　　〔23日（月）は休み、21］（tl）・24日（火）は’f”後411ξまで〕

会場明治大学リバティタワー23階
　　　　岸本辰雄記念ホール等
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展示リス ト

番号 史　　料　　名 時　　　　　期　　　＊備考

謳 国　　　　観

1 旧正門門標 1928（昭和3）年　＊以前は木製
2 旧II三門敷石 1928（昭和3）年　＊鉄扉の開閉跡
3 校旗 1916（大正5）年制定
4 記念館写真　初代 1911（明治44）年10月竣工

5 記念館写真　2代 1912（大正元）年12月竣工

6 記念館模型　3代 1928（昭和3）年3月竣工
7 記念館模型　4代 1998（平成10）年9月竣工　＊リバティタワー
8 学則 1881（明治14）年1月　＊最初のもの
9 校歌楽譜1 1920（大正9）年　＊西条八一1・・自筆

10 校歌楽譜2 1920（大正9）年　＊山田耕搾自筆
11 3人の創立者の写真　岸本辰雄 1851（嘉永4）年11月8日一1912（明治45）年4月4日

宮城浩蔵 1852（嘉永5）年4月16日～1893（明治26）年2月14日

矢代　操 1852（嘉永5）年6月20日～1891（明治24）年4月2日

副匿　B

（1）創立者が生まれ、育つ

12 新国隊簿の写真 1869（明治2）年7月＊鳥取藩京都警備隊。辰三郎とは辰雄
13 宮城浩蔵の服 明治初年　＊天童市佐藤善三郎氏蔵
14 宮城浩蔵の葉書 1889（明治22）年3月　＊天最市佐藤善三郎氏蔵
15 矢代家記載の分限帳 明治初年　＊鯖江藩

（2）創立者が上京する

16 司法省法学校時代の 1876（明治9）年1月

創立者の成績順位表（写真）

17 宮城浩蔵のパリ大学学籍簿と 1876（明治9）年10月～

成績表（写真）

18 矢代操の出版広告 1877（明治ユ0＞年7月

19 西園寺公望の講義ノート 1880（明治13）年頃

20 矢代操の辞令 1881（明治14＞年5月

21 岸本辰雄の借用証書 1883（明治16＞年5月　＊資金調達依頼
22 ボワソナードの肖像画 1889（明治22）年4月　＊創立者の師、名誉校員
23 ボワソナードの使用机 明治初年　＊フランスより持参

《テーマ・コーナー1》 幕末維新・明治大学ゆかりの地

24 御曲輪内　大名小路絵図 1865（慶応元）年　＊島原藩邸等

25 数寄屋橋周辺の屏風絵 1809（文化6）年　＊津山市立津山郷土博物館提供
26 皇居から臨んだ風景 1887（明治20）年頃　＊長崎大学提供
27 ニコライ堂から臨んだ風景 1891（明治24＞年頃

28 駿河台小川町絵図 1850（嘉永3）年

29 旗本中坊家屋敷図 元禄年間

＊現在のリバティタワーの所：お茶の水図書館提供
30 芭蕉蔵の絵 江戸時代（昭和30年11月11日作）　＊旧体育館のあたり
31 御茶ノ水の絵 江戸時代（昭和30年11月11日作〉

一1一
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番号 史　　料　　名 時　　　　　期　　　＊備考

■田　隔　　　　　　　　屍　8，1

（1）学校設立の届けを出す

32 設立願の写真 1880（明治13）年12月

33 開校の新聞広告の写真 1881（明治14）年1月12日　＊『東京横浜毎日新聞』

（2）開校する

34 開学記念碑のミニチュァ 1995（平成7）年11月

35 校門光景の絵 1881（明治14）年（昭和25年11月作）

36 現員生徒及ヒ学課月表 1882（明治15）年9月～　＊生徒数等の一覧表

37 試験及第謹 1883（明治16）年5月

38 アッペールの写真 明治期　＊経済学講義担当

39 アツペールの著書『経済学講義』 1883（明治16）年2月　＊宇川盛三郎訳

40 校誌『明法雑誌」創刊号 1885（明治18＞年2月

《テーマ・コーナー2》 草創期の学生生活

41 講義筆記帳 1876（明治9）年頃

42 初期の講師生徒卒業記念写真 1884（明治17）年

43 親子の書簡 1888（明治21）年3月～　＊犬飼文平より

44 寄宿生活の絵 明治初年（昭和25年11月作）

ρ・@　合，・　　劉　1

（1）移転し、校舎を建てる

45 南甲賀町校舎の線画と間取図 1891（明治24＞年　＊明治19年移転

46 決議録 1888（明治21）年12月～　＊意志決定の会議録

47 生徒之誰 1888（明治21）年4月

48 卒業謹書 1889（明治22）年12月

49 講法会々員募集のビラ 1888（明治21）年10月

＊通学不可の者へ（のちに校外生制度）

50 特別生規則と講法会設立ノ趣旨・同規則 1890（明治23＞年5月

＊特別生は寄宿し監督・指導をうける

51 校外生の案内書 1901（明治34）年7月

52 r民法財産取得編講義」巻之壱 1892（明治25）年12月　＊講義録

（2）「外圧」が迫る

53 論文「民法出テ・忠孝亡フ」 1891（明治24）年8月　＊「法学新報」第5号

54 「特別監督条規」の写真 1886（明治19＞年U月

《テーマ・コーナー3》 支える校友

55 校友規則と校友名簿 1885（明治18）年12月

56 東京代言人住所姓名一覧表 1887（明治20）年2月

57 校誌「法政誌叢』の編集 1891（明治24）年9月　＊天童市佐々木基子氏蔵

58 最初の校友会支部の記事 1900（明治33）年2月　＊1889（明治22）年結成、横浜

59 校友会各支部規則 1904（明治37）年1月
60 校友の創った学校一覧 明治期

一2－－t
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番号 史　　料　　名 時　　　　　期　　　＊備考

■ 雪

（1）大学昇格運動がはじまる

61 明法学士の証書 1901（明治34）年

62 基本資金募集紀事 1903（明治36＞年度

63 経緯学堂の写真 1908（明治41）年8月　＊留学生の学舎

（2）明治大学となる

64 大学認可と学則の公示 1920（大正9＞年4月

65 白熱党のメンバーの写真 1920（大正9）年頃　＊政治経済科学生中心の団体

66 関東大震災の惨状の写真 1923（大正12）年

《テーマ・コーナー4》 スポーツ明治・「お》明治1」

67 飛鳥山連動会の写真 1902（明治35）年6月

68 端艇部メンバーの写真 1925（大正14）年

69 関東相撲大会出場の写真 1926（大正15）年

70 柔道部練習風景の写真 昭和初年

71 大学野球リーグの 1934（昭和9）年一

スクラップ・ブックとメンバー表
72 箱根駅伝の応援旗 1935（昭和10）年頃　＊箱根環翠楼蔵

73 サークルの部印と印箱 1935（昭和10）年代

ll　’8　　1轟

（1）体制の建て直しをはかる

74 関東大震災のあとかたづけの写真 1923（大正12）年9月

75 関東大震災の復興歌 1923（大正12）年9月頃

76 関東大震災のあとかたづけの名簿 1923（大正12）年12月

77 校友へ寄付のよびかけ文 1923（大正12）年9月

78 移転の決議文 1923（大正12）年9月　＊小平へ

79 復興校債募金の趣旨書と申込用紙 1924（大正13）年3月

80 3代目記念館竣工の記念品 1928（昭和3）年

81 女子部の部旗 1929（昭和4）年頃

82 女子部の制帽 1941（昭和16）年4月　＊中津川市山本久子氏蔵

83 『校規全書」 1933（昭和8）年11月

（2）戦禍にまみれる

84 興亜科新設による学則改正 1939（昭和14）年

85 創立60周年関係の写真 1940（昭和15）年

86 教練の写真 1940（昭和15）年

87 軍隊行進の錦絵 1941（昭和16＞年

88 演劇慰問隊のアルバム 1942（昭和17）年5月～　　　　　　　　　L

89 演劇慰問隊のシナリオ 1942（昭和17）年6月

90 演劇慰問隊の旗 1942（昭和17）年頃

91 演劇慰問隊のノート 1943（昭和18）年4月～

一3一
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番号 史　　料 名 時　　　　　期　　　＊備考

92 工科設置計画書 1944（昭和19＞年1月

93 出陣の際の日の丸寄せ書き 1944（昭和19）年9月頃

94 出陣の際の血書 1944（昭和19）年10月

95 学徒緊急動員要領 1944（昭和19）年9月　＊東京明治工業専門学校

《テーマ・コーナー5》 心のよりどころ・記念館

96 初めての記念館の写真 1911（明治44）年7月

97 初めての記念館の図面 1911（明治44＞年7月

98 2代目の記念館の写真 ・1912（大正元）年12月

99 2代目の記念館の土台レンガ 1912（大正元）年

100 3代目の記念館の図面 1927（昭和2）年7月

101 3代目の記念館の模型 1927（昭和2＞年　＊コンテスト応募作品

102 3代目の記念館の絵 昭和初年

103 3代目の記念館の天照像 1928（昭和3）年

104 3代目の記念館のソクラテス像 1928（昭和3）年　＊外壁装飾

105 3代目の記念館の講堂の椅子 1928（昭和3）年

106 リバティタワーの絵 1996（平成8）年11月

● に　．観　琴福1 罧

（1）新制明治大学がスタートする

107 　　　　　　　、ｳ員・学生によるカリキュラム改革案 1946（昭和21）年

108 新制大学申請書 1948（昭和23）年7月

109 幻の目黒キャンパスの図面 1951（昭和26＞年　＊現在の防衛庁・科学技術庁

110 用地獲得関係の手帳記事 1945（昭和20）年　＊伊藤省吾氏筆

111 短期大学の設置認可書 1950（昭和25）年3月

112 大学院設置認可申請書 1951（昭和26）年10月

（2）紛争と改革があいつぐ

113 　　　　　’鼡ｳ連改革関係資料 1955（昭和30＞年7月　＊専任教授連合会

114 総合計画答申書 1955（昭和30）年12月

115 総合計画のパネル 1955（昭和30）年頃

116 紛争関係の写真 1969（昭和44）年5月

117 紛争時のビラ類 1969（昭和44＞年4月～

118 全共闘ヘルメット 1970（昭和45）年頃

一4一
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番号　　　　　史　　料　　名 時　　　　　期　　　＊備考

119

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

　　　　　9．

Aラスカ学術調査事務局の表札

Aラスカ学術調査事務局の写真

Aラスカ学術調査事務局の旗

蜉w改革答申書

S周年祝賀の写真

S周年祝賀の記念品

L録映画「明治大学百年」

Qスト・ハウスのパネル

V構想の資料

A村直己自作の陶器

宴Oビー部使用中のボール

1960（昭和35）年頃　＊創立80周年記念

P960（昭和35＞年5月　＊マッキンレー登頂

P960（昭和35＞年

P967（昭和42）年4月

P980（昭和55）年11月

P980（昭和55）年11月

P980（昭和55）年12月

P998（平成10）年

P997（平成9＞年一

P974（昭和49＞年6月

P998（平成10）年11月

《テーマ・コーナー6》戦後・学生の生活事情

師弟食堂の看板

w生風紀取締の要望書

g祥寺寮の規則

g祥寺寮訪問者名簿

g祥寺寮の入浴規則と当番札

}ージャン屋営業許可願

1941（昭和16）年12月

P948（昭和23）年5月　＊校友会より

P962（昭和37＞年頃

P973（昭和48）年5月～

甯繧

P957（昭和32）年9月

1998年11月10日

明治大学（主幹歴史編纂事務室）

一5一
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資料6　リバティタワー完成記念、明治大学歴史展　平面図
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〔
通路（1）

門
（
o
s

雌・「
　　上＿」
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資料7　歴史展の各節の年表（パネル）

　1　夜明け前

（1）創立者が生まれ，育つ

・1851（嘉永4）年11月8日　岸本辰雄が鳥取に生まれる

・1852（　5）年4月15日　宮城浩蔵が天童に生まれる

・　　　〃　　　6月20日　矢代操が鯖江に生まれる

（2）創立者が上京する

・1869（明治2）年　岸本，上京する（宮城・矢代は翌年）

・1872（　　5）年8月17日　岸本・宮城，明法寮（司法省法律学校）で学ぶ（矢代は翌年）

・1876（　9）年8月　岸本と宮城がパリへ留学する

・　　　”　　　12月25日　講法学社が開業する

・1879（　12）年10月31日　矢代，元老院に就職する（80年に岸本は判事，宮城は検事に）

　2　明治法律学校の誕生

（1）学校設立の届けを出す

・1880（明治13）年11月　講法学社生退学，学習会を開く（まもなく岸本らに開校を願う）

・　　　tt　　　12月8日　開校願を出す

②　開校する

・1881（明治14）年ユ月17日　数寄屋橋の旧島原藩邸に開校する

・　　　〃　　　1月　西園寺公望，講師に招聰される（アッペールは翌年）

・1882（　15）年2月　校友規則が制定される（「校友」は本学が最初に使用）

　3　山あり，谷ありの時代

（1）移転し，校舎を建てる

・1886（明治19）年12月11日　南甲賀町へ移る

・　　　〃　　　5日　特別生規則を制定する（この頃，さまざまな改革をする）

・1887（　20）年3月20日　校友定宿を小川町に設ける

・この頃　学生は書生と壮士にあこがれる

（2〕「外圧」が迫る

・1887（明治20）年8月　東京帝国大学の監督下になる

・1892（　25）年5・6月ころ　民法典論争に敗れる
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。1899（明治32）年7月11日　校友会が組織される

・この頃　「私立撲滅策」にゆれる

　4　大学になる

（1）大学昇格運動がはじまる

・1903（明治36）年12月19日　校友実業会で商科設置が可決される（翌年，政・文学部と

　　　　　　　　　　　ともに新設）

・1904（　37）年9月／7日　留学生のための経緯学堂が開校される

・1911（　44）年10月14日　駿河台へ新築移転する

②　明治大学となる

・　1920（大正9）年4月15日　大学に昇格する

・　　　〃　　　11月　校歌を公示する

・1923（　12）年9月1日　関東大震災により多大な打撃をうけるが，すぐ復興に取り

　　　　　　　　　　組む

・この頃　デモクラシー運動および学校騒動が盛んとなる

　5　戦争と明治大学

（1）体制の立て直しをはかる

・1923（大正12）年10月12日　復興審議会を設置し，復興をめざす

・1928（昭和3）年1月10日　制度調査会委員会第一回会合が開催される

・　　　〃　　　4月7日　女子法科（のちの女子部）が設置される

・1934（　9）年3月24日　予科が和泉に移転する

（2）戦禍にまみれる

・1939（昭和14）年3月3日　興亜科が認可される

・　　　〃　　　4月　教練が必修となる

・1940（　15）年11月18日　創立60周年記念式典がくりあげられる

・1941（　16）年3月　繰り上げ卒業が始まる

・　　　〃　　　4月　報国団が結成される（勤労動員へ）

・1943（　18）年10月8日　学徒出陣壮行式をおこなう

　6　戦後の復興と改革

（1）新制明治大学がスタートする

・1945（昭和20）年9月12日　授業を再開する

　　　　　　　　　　　　　　　　　一99一



・1949（

・1950（

●

・1952（

・1953（

（2）

24）年2月21日　新制大学として認可される

25）年3月15日　短期大学部設置が認可される

　　この月　生田キャンパスが開設される

27）年3月31日　大学院設置が認可される

28）年1月31日　経営学部設置が認可される

　紛争と改革があいっぐ

・1955（昭和30）年9月3日

・1958（

・1960（

・1961（

・1969（

　　　　　　　専教連がスト宣告をする（わが国の教授として初）

33）年8月　総合計画委員会が発足する

35）年6月16日　全学の安保抗議デモをおこなう

36）年1月9日　学費改定問題がおこる

44）年1月19日　明大前通りで「カルチエ・ラタン」闘争が展開される（明

　　　　　大全共闘結成は6月21日）

　7　未来へはばたく

・1980（昭和55）年11月4日　創立100周年を祝う

・近年　総合施設整備および大学改革にいどむ

（注）　縦書きの年表のようにして，ボードに記す。
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資料8　歴史展の各章の解説文（パネル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998．8．24

歴史展の各章の解説文（案）

はじめに

　明治大学は今年で創立117年目を迎えました。目下は21世紀、そして

120周年に向けて遙進しておりますが、その一環としてここにリバティ・タ

ワーが竣工いたしました。

　その完成を記念するとともに、ここに集う多くの方々に創立以来の本学の歴

史を振り返っていただくことにより、さらには今後の本学を構想する糧として

いただければと思い、本展示を企画いたしました。

　とりわけ、今回の大学史展は明治大学の正史に加えて、卒業生・学生らに焦

点を当ててみました。

1．夜明け前

　明治法律学校（のちの明治大学）は岸本辰雄・宮城浩蔵・矢代操によって創

立されました。3人はともに幕末、江戸からはるかへだてた藩の、しかも低い

禄高の武士の家に生まれました。その青年たちが出会うのは藩の選抜生として

上京、司法省（現在の法務省）の法学校に入学した時でした。

2．明治法律学校の誕生

　司法省法学校を卒業し、それぞれの道を歩んだ3人でしたが、常に彼らの脳

裏にあったのは最新、かつ本格的な法律教育をすることでした。一方、法律私

塾の講法学社に不満をもち、退学・自主学習をしていた学生らはかつての同社

の師・岸本らに学校開設を願いました。

　そしてついに1881（明治14）年1月17日、数寄屋橋島原藩邸跡の一

角に「権利・自由」をうたった法学校を開校しました。

　なお、この開校時、講師として駆けつけたり、事務のすべてを担当したり、

あるいは資金の援助に尽くした人達があったことを忘れてはなりません。

一1一
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3．山あり谷ありの時代

　志願者が急増する明治法律学校はっいに1886（明治19）年、南甲賀町

に移転し、自前の校舎を実現しました。

　しかし、その後の歩みは必ずしも順調ではありませんでした。特別監督条規

等による帝国大学の管理・監督、国策によるドイツ・イギリス法の保護、さら

には同じフランス法系学校との競争があいっぎました。しかし、教職員・学生

に加わり、卒業生の活躍が目立ち始あるのもこのころであり、再生への強力な

存在となりました。

4．大学昇格

　明治法律学校が名実ともに大学となるのは1920（大正9）年4月1日の

ことであり、校名は「明治大学」です。そのたあには、明治後半からの学内整

備・拡充はもとより、卒業生らの必死の昇格運動がありました。

　時あたかも大正デモクラシーの風潮はますます在野精神・反骨精神を有する

よきにつけ悪しきにつけ本学をもりあげることとなりました。

　しかし、その熱気はまもなく大天災の関東大震災によってかき消されてしま

いました。

5．戦争と明治大学

　震災により大打撃をうけた明治大学は復興に立ち向かいました。その焼土に

は教職員だけではなく学生、卒業生らの一丸となった姿がありました。その結

果、震災5年のちには復興記念の祝典を行うほどになりました。

　しかし、やがて世には暗雲がたちこめ、ファシズムや戦争へと進んでいまし

た。そのことは明治大学にあっても例外ではありませんでした。

　ただし、女子部の設置等にみられるように全く戦争に、国家にからめとられ

たわけではありません。

6．戦後の復興と改革

　戦後、本学は新たな大学をめざして出発しました。そこではかなりのとまど

いと混乱がみうけられましたが、また一方では気概と希望もみとめられました。

そのエネルギーの源となったものはやはり教職員・学生、そして卒業生らの学

園における再開の喜びでありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　－2一
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　その後、大学では生田キャンパスの開設、経営学部の新設、新校舎の建設と

いったことが次々と進められました。ごく大まかに言えば、そうした制度・施

設の拡充は1960年ころまで推し進められました。その後、とくに専教連改

革・学費問題さらに全共闘運動等によって急激に質的な改革が要求されてきま

した。

7．未来へはばたく

　明治大学は1980（昭和55）年11月4日、学内外で創立100周年を

祝いました。このことを契機として、急速に建学の精神に基づく本学の歩みに

に学びつつ、さらには新しい時代を担う大学のあり方を求めるようになります。

そのことは21世紀を目前にし、激変する今日にあって最大の課題とされてお

ります。

おわりに

　この展示からもいささかおわかりいただけたかと思いますが、明治大学（日

本の私立大学といってよい時もあります）の歴史は小島が大波をかぶってきた

ようなものでありました。しかし、その島はそのたびごとに島民である教職員

学生はもとより、やがては島から出て活躍している入達（卒業生）らによって

島は固められ、広げられてきました。その間には時として試行錯誤もありまし

たが、彼および彼女らには「権利・「自由」という共通の精神と理念がねずい

ていきました。

　さらに、この島が堅固になり、拡張していくことを願っております。

一3一
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資料9　歴史展の各テーマ・コーナーの解説文（パネル）

テーマ・コーナー　1

幕末維新・明治大学ゆかりの地

　明治法律学校（のちの明治大学）は府内有楽町数寄屋橋の地に開校しました。この界

隈は江戸時代には銀貨鋳造所が設けられ，明治初年には市街地が造られたところでし

た。

　しかし，問借校舎の手狭さや学生の急増により移転しなければならなくなり，本郷の

地も移転の候補地にあがりましたが，結局，南甲賀町（今の主婦の友社）になりまし

た。

　江戸時代，この一帯は旗本を中心とした武家屋敷がありました。とはいえ，まだまだ

緑の目立つ住宅地といった感じでした。それが明治初年に士族が去りはじめると，それ

までにも周辺にあった商家や民家などが広がってきましたe

テーマ・コーナー　2

草創期の学生生活

　明治法律学校は法学を教育したいと思っていたもの（創立者）と新しい法律を学びた

いと願ったもの（学生）によってつくられました。教えたいものと学びたいものが集

まった本来の学問教育の場であったといえます。それだけに師弟の関係は非常に親密で

ありながらも，大変厳しい教育であったといわれております。また，希望に燃える当時

の若者・学生は日常生活においてさまざまな武勇伝ものこしています。

テーマ・コーナー　3

支える校友

　明治法律学校（明治大学）は校友の大学ともいえます。そもそも「校友」という名称

は同校の定めた「校友規則」（1882・明治15年）によってはじめて生み出されたといわれ

ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－104　一



　当初は学校主導の校友および校友会でありましたが，やがて活動組織や活動内容が拡

充され，大学の発展のためには欠くことのできない大きな存在となりました。

　なお，本学最初の支部は1889（明治22）年に設立された横浜の「同窓会」です。

テーマ・コーナー　4

スポーツ明治・「おΣ明治！」

　開校の翌年（1882・明治15年）からはじめられた，本学の運動会は，飛鳥山（王子）

の名物でした。その目的は親睦や体力増強だけではなく学生の風紀矯正のためでもあり

ました。

　学友会傘下の，いわゆる運動部が結成されるのは1906（明治39）年のことであり，端艇

・庭球・剣道の3部です。その後は多くの部が創設され，今日も大いに活躍している通

りです。

　残念ながら本展示ではスペースの関係上，全ての部を紹介することができませんでし

た。

テーマ・コーナー　5

心のよりどころ・記念館

　明治大学の記念館という名称がはじめて登場するのは1911（明治44）年10月のことで

す。それは，創立30周年を機に南甲賀町校舎から現在の地に移転した時です。その場所

はこのリバティタワーの一角です。ところが，この建物は翌年3月に炎上してしまいま

した。しかし，さっそく記念館再建に着手，その年の12月には完成しました。やがて，

この2代目記念館は1923（大正12）年9月の関東大震災によって瓦壊しました。それに

より，1928（昭和3）年3月に建設されたのが，3代目記念館いわゆる復興記念館で

す。そのあとに続くのが，このリバティタワーということになります。

　この明治大学のシンボルであり，心のより所とでもいうべきこれら記念館には多くの

明大人の汗と涙と浄財と精神がしみ込んでおります。
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テーマ・コーナー　6

変わり，広がる学園，はばたく校友と学生

　一口に戦後とはいえ，その間，社会だけではなく学園も大きく変化しました。何か，

1965（昭和40）年前後の男子学生の服装，すなわち上衣は従来の詰襟，ズボンは黒では

なくカラフルなものは，戦後学生生活史の中でひとつの大きな境目というか過渡を示し

ているようです。

　そして今や学生，それだけではなく校友の生活スタイルも敗戦直後に比べて大きく変

わり，まさしく隔世の感がありますが，それでもめざすものは同じ，それは，真の意味

での頂点でしょう。
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資料10　パネル説明（補足用・例）

校友の創った学校

　明治法律学校（明治大学）は，地方（地域）と関係が深いといわれます。それは，地

方出身の学生が多いこと，さらに彼らは卒業後，帰郷して活躍したことなどが主因のひ

とつにあげられます。

　ちなみに，ここでは明治期に校友が地方・地域に創った法律学校の例を掲げてみま

す。

東北法律学校

新潟法律学校

法学予備校
浅草法律学校

八王子分校
千葉町法律研究所

岡山法律英学校

高知法律学校

熊本法律学校

大同法律学校

京城法学校

（仙台市・明治33年）

（新潟区・明治19年）

（神田区・明治21年）

（浅草区・明治18年）

（八王子町・明治16年）

（千葉町・明治20年代）

（岡山区・明治18年頃）

（高知街・明治20年）

（熊本区・明治22年）

（北朝鮮・明治40年頃）

（韓国・明治43年頃）

《設置不明》　山形法律学校
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資料11　補足説明用ビラ（例1・2）
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例2

箱　根馬尺伝

　東京・箱根間往復大学駅伝競走、いわゆる「箱根駅伝」は今や年の始めの

恒例行事となった。その箱根駅伝に明治大学のゼッケンがみえないのは、実

にさびしい気がする。とくにこの駅伝の往時を知る明大校友の方々はそのよ

うに感じると思う。

　というのは、実はこの駅伝の源流は大正8年・9年の「明治大学東京箱根

駅伝競走」にある。当時の「朝日新聞」（大正8年11月26日付）によれば、

明大競走部は11月29日、午前7時30分大学校門を出発し、箱根湯本まで70余

マイルを赤・白・青の3組に分かれてクロスカントリーを行うとある。

　第1回箱根駅伝は、大正9年2月11・12日に催され、有楽町の報知新聞社

（現在、そごう）と箱根間を往復した。参加校は明大・早大・慶大・東京高

師のわずか4校であった。

　本学はその後、この駅伝の常連だけではなく、幾度も優勝をしている。さ

らに戦後の大会復活のために本学関係者は奔走した。そして戦後の昭和22年

の第1回から同29年まで連続して出場をしているほどである。

　本展示にある応援旗は現在、箱根塔之沢の環翠楼が所蔵されているもので

ある。すなわち昭和10年ころ、大学野球部員とOBが応援のたあ同旅館（競

走部常宿）に泊った時に用いて、寄贈したものである。

　環翠楼と明治大学の関係は深く、っいに同旅館では女子従業員のタスキ・

前掛けも明大スクール・カラーの紫紺に統一し、この応援旗の下、声援した

という。ちなみに、箱根湯本の一の湯旅館では早稲田大学の常宿であり、エ

ンジ色で対抗したという。

　また、戦後まもないころ、小田原で熱狂的に応援する女性がおり、「明治

のおばさん」と呼ばれたという。
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資料12　記念品・ポストカード
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資料13ポスター

こム

一
長

＼
…
．．

ズ

鈴錨1灘鑓鋤鐙

鱒簗織災羅灘繍蝋轟諾撚寮
灘獺〉と幾糠礁幾繍7ζった人達

吊占T削

・
緯

照
難

匪

・　　　∫

　縛謎＆紹鵜翻難

灘澗…戯聡懸館麟耀

1998．11／19休）～24（火）

A．M．泊：00～PM6：00
（23日（月｝は休み、21日（カ・24欝㈹はP．M4：00まで）

りバティタワー23階
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　　　明治大学騰，明激掌融纏事務室）
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資料14　全国大学史資料協議会・明治大学歴史展

　　　　　　　　全国大学史資料協議会・明治大学歴史展　説明資料

　1．歴史

　　　明治大学史展の歩み

説明資料

　　1998．11．24

開　催　期　閤 名　　　称 目　　　的 場所

1928．4．21～4．24

i昭和3）

明治教育文化展覧会 震災復旧記念祝典 新館4階

@　　全部

1931．11．1～11．6

i昭和6）

明大50年史料展覧会

Y事展覧会

創立50周年記念 本館3階

1940．11．18～11．21

i昭和15）

近世文化展 創立60周年記念

c紀2600年奉祝

図書館3階

1950．11．17～11．19

i昭和25）

（各学部等展覧会） 創立70周年記念 記念館新館

1954．5．22～5．23

i昭和29）

政治経済学部創立50周年

L念式典展覧会

政治経済学部

n立50周年記念

記念館講堂

1955．11．19～11．21

i昭和30）

法科創立75周年記念式典

W覧会

法科創立75周年記念 大学院

@レ2階

1960．11．1～11．5

i昭和35）

アラスカ展 創立80周年記念 図書館

@中央本館

1973．10．1～10．10

i昭和35）

駿河台を歩いた文学者た

ｿ
文学部創立50周年 三省堂

1993．10．5～10．9

i平成5）

明治大学の歴史展 創立113周年記念

兼坙{大学史連絡協議

?E西日本大学史担当

ﾒ合同研究部会開催

大学会館

@5・6階

1995．11．7～11．11

i平成7）

明治大学記念館歴史展 記念館さよなら

Cベント

2号館1階
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2．目的

　（1）リバティタワー竣工を記念する。

　（2）リバティタワーに集う多くの方々に、創立以来の本学の歴史を振り返っていた

　　　だく。

　（3）21世紀の明治大学を構想するかてとする。

　　　　（注）上記（2）ではおもに明治大学の正史を示し、　（3）ではおもに校友・

　　　　　学生をクローズ・アップする。

3．時期・期間

　　lI月19日（木）～24日（火）

　　　　　23日（祝日）は休み

　　　　毎日10：00～18：00（21日と24日は16：00まで）
4．場所

　　リバティタワー23階の岸本辰雄記念ホールとサロン紫紺と伊藤紫虹ホール

5．方法

　（1）極力、新しい展示の方法や技術を取り入れる。例えばなるべく立体的な展示品

　　　を多くする。あるいは建物（ホール）との同調をはかる。

　（2）親しみやすい展示とする。

　　　説明文をわかりやすく、簡潔にする。図版に統一性をもたせカラフルにする。

　　展示品の補足パンフレットを配布する。

　（3）より高いレベルの内容構成をめざす。

　　　時系列（時代の流れ）の展示と場（空闇、テーマ）系列の展示をミックスする。

　　　いわゆる「キャラバン」方式をとる。

6．レイアウト　　別紙

7．展示内容　　別紙

8．関係業者

　　展示　　　　外部専門会社

　　印刷　　　　同上

　　写真　　　　同上

9．保守・警備・受付

　　保守・受付　　　　歴史編纂事務室、総務部庶務課・文書課、学内他部署

　　警備　　　　　　　外部専門会社

　　運搬　　　　　　学内施設課、外部専門会社

10．その他

　（1）本展覧会の総括はリバティタワー竣工記念イベント本部、担当部署は歴史編纂

　　　事務室である。

　（2）本展覧会終了後、『歴史編纂事務室報告』第20集に展示報告をする。
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も
の
で

す
。
い
わ
ば
明
治
大
学
正
史
展
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　
次
の
大
学
史
展
は
『
明
治
大
学
百
年
史
』
刊

行
を
終
え
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
九
九
五
年
一

一
月
の
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
「
明
治
大
学
記

念
館
歴
史
展
」
と
い
う
名
付
け
で
消
え
ゆ
く
三

代
目
記
念
館
の
歴
史
を
扱
っ
た
も
の
で
す
。
い

う
な
れ
ば
テ
！
マ
展
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

　
今
回
の
大
学
史
展
は
そ
う
し
た
従
来
の
正
史

展
と
テ
ー
マ
展
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
新
し
い
構
成

〈
明
治
大
学
の
歴
史
展
〉

を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
テ
ー
マ
と
し

て
大
き
く
と
り
あ
げ
る
の
は
、
明
治
大
学
に

と
っ
て
伝
統
・
特
色
で
あ
り
、
か
つ
今
後
の
課

題
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
「
校
友
・
地
域
（
地

方
）
」
で
す
。
基
本
的
な
史
料
と
と
も
に
、
大
い

に
そ
の
こ
と
に
関
す
る
史
料
を
紹
介
し
ま
す
。

皆
様
の
先
輩
の
時
代
、
自
分
た
ち
の
在
学
時
を

十
分
に
想
い
起
こ
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。
ま
た
時
に
は
会
場
で
足
を
止
め
て
母

校
の
将
来
を
想
い
巡
ら
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

期
間
　
一
九
九
八
年
＝
月
一
九
日
（
木
）
～
二
四
日
（
火
）

　
　
　
　
　
た
だ
し
、
二
三
日
（
月
）
は
閉
場

　
　
　
　
　
一
〇
時
～
一
八
時
（
二
一
日
と
二
四
日
は
一
六
時
迄
）

場
　
所
　
　
明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
二
一
二
階

問
い
合
わ
せ
　
歴
史
編
纂
事
務
室
　
〇
三
（
三
二
九
六
）
四
〇
八
五

『
M
e
i
j
i
　
N
o
W
』
　
一
九
九
七
・
一
〇
・
第
＝
号

114一
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……
c…?
c
治
…
…
汰
学
歴
…
…
粟
撰
　

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
で
1
1
月
1
9
～
2
4
日

　
明
大
で
は
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
i

竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
一
環
と
し

て
『
明
治
大
学
歴
史
展
」
を
U
月

19

冝
`
2
4
日
の
日
程
で
開
催
す

る
。
こ
の
展
示
は
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ

．
1
竣
工
を
記
念
し
、
同
タ
ワ
ー
に

集
う
多
く
の
方
々
に
、
創
立
以
来
、

㎜
年
の
本
学
の
歩
み
を
振
り
返
っ

て
い
た
だ
く
と
共
に
、
さ
ら
に
は

21

｢
紀
の
本
学
を
構
想
す
る
糧
と

し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
の
が
目

的
で
あ
る
。

　
展
示
の
構
成
は
『
明
治
大
学
の

シ
ン
ボ
ル
旨
コ
、
夜
明
け
前
」

　
「
二
、
明
治
法
律
学
校
の
誕
生
」

　
コ
ニ
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
時
代
」

　
「
四
、
大
学
昇
格
」
　
「
五
、
戦
争

と
明
治
大
学
」
「
六
、
戦
後
の
復

興
と
改
革
」
　
「
七
、
未
来
へ
は
ば

た
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間

に
折
々
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
を
、

例
え
ば
『
幕
末
維
新
・
明
治
大
学

ゆ
か
り
の
地
』
『
草
創
期
の
学
生

生
活
』
『
支
え
る
校
友
』
な
ど
と

い
う
よ
う
に
設
け
て
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
時
代
の
流
れ
を
追
い
つ
つ

一
も
、
時
々
立
ち
止
ま
っ
て
あ
る
事

柄
を
想
い
起
こ
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
企
図
し
て
い
る
。

　
展
示
品
は
、
文
書
・
物
品
・
写

真
・
絵
な
ど
約
㎜
点
に
の
ぼ
り
、

創
立
者
の
一
人
で
あ
る
宮
城
浩
蔵

の
自
筆
書
簡
や
服
、
記
念
館
の
模

型
、
校
歌
自
筆
楽
譜
、
箱
根
駅
伝

の
応
援
旗
、
ま
た
本
学
O
B
で
世

界
的
目
目
険
家
・
故
植
村
直
己
の
自

作
焼
物
（
写
真
）
等
々
が
陳
列
さ

れ
る
。
と
く
に
今
回
は
、
校
友
や

New　　　　‘氏「’感

蕪　　争環憲
、

羅灘灘
　　　　　　耳乾撚｛　　脚

学
生
に
関
す
る
も

の
を
多
め
に
取
り

上
げ
た
。

　
こ
の
展
覧
会
は

近
年
の
大
学
史
展

（
9
3
年
の
「
明
治

大
学
の
歴
史
展
」

や
9
5
年
の
「
記
念

館
歴
史
展
」
）
を

ふ
ま
え
つ
つ
も
、

さ
ら
に
規
模
や
内

容
の
拡
充
を
図
っ

た
も
の
で
あ
る
。

（
歴
史
編
纂
事
務

室
）
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5
千
人
を
超
え
る
来
場
者

　
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
イ

ベ
ン
ト
の
一
つ
「
明
治
大
学
歴
史

展
」
は
、
H
月
1
9
日
か
ら
2
4
日
の

5
日
間
に
わ
た
っ
て
、
2
3
階
の
岸

本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
等
を
使
用
し

て
開
催
さ
れ
た
（
写
真
）
。

　
今
回
の
歴
史
展
は
、
1
9
9
5

年
の
「
記
念
館
歴
史
展
」
以
来
の

も
の
で
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工

を
記
念
し
、
創
立
以
来
鵬
年
の
明

大
の
歩
み
を
振
り
返
る
と
共
に
、

さ
ら
に
は
2
1
世
紀
の
明
大
を
構
想

す
る
糧
と
し
よ
う
と
い
う
の
が
目

的
。　

展
示
の
構
成
は
『
明
治
大
学
の

シ
ン
ボ
ル
』
　
「
1
．
夜
明
け
前
」

「
2
．
明
治
法
律
学
校
の
誕
生
」

「
3
．
山
あ
り
谷
あ
り
の
時
代
」

「
4
．
大
学
昇
格
」
　
「
5
．
戦
争

と
明
治
大
学
」
「
6
．
戦
後
の
復

興
と
改
革
」
「
7
．
未
来
へ
は
ば

た
く
」
と
い
う
、
歴
史
的
な
時
間

の
流
れ
を
追
っ
た
も
の
の
中
に
、

『
幕
末
維
新
・
明
治
大
学
ゆ
か
り

の
地
』
『
草
創
期
の
学
生
生
活
』

『
支
え
る
校
友
』
な
ど
の
テ
ー
マ

・
コ
ー
ナ
ー
を
各
所
に
配
し
た
ユ

ニ
ー
ク
で
巧
み
な

構
成
が
特
色
。

歴
史
展
は
、
最

終
日
ま
で
約
5
0

0
0
人
の
入
場
者

を
数
え
、
特
に
2
2

日
の
イ
ベ
ン
ト
当

日
は
一
日
で
2
0

0
0
人
以
上
の
見

学
者
で
賑
わ
い
、

中
で
も
5
0
・
6
0
歳

代
の
方
が
懐
か
し

そ
う
に
展
示
物
に

見
入
る
姿
が
印
象

的
で
あ
っ
た
。
ア

ン
ケ
i
ト
で
も
「
明
大
の
歴
史
が

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
良
く

わ
か
っ
た
」
　
「
展
示
物
の
保
存
が

良
く
明
大
の
重
み
を
感
じ
た
」
「
今

後
も
ど
こ
か
に
展
示
を
常
設
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
意
見
が
多
く
寄

せ
ら
れ
、
岸
本
記
念
ホ
ー
ル
の
雰

囲
気
と
貴
重
な
展
示
物
と
が
相
ま

っ
て
来
館
者
に
も
非
常
な
好
評
を

得
た
。
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1　明治大学復興関係設計図略目録（小滝一正氏寄贈分）

1998年9月30日作成

A　仮校舎関係

1－1　仮校舎新築設計図

　B

1－1

1－2

1－3

1－4

1－5

1－6

1－7

1－8

1－9

1－10

第一期関係

高等予科修繕工事設計図

増築設計図　1

増築設計図一2

新築設計図

旧校舎問仕切模様替設計図

（増築工事強度計算書）

（第一期平面図　封筒）

復興新築設計図

T12・10

T14・7

T14・12

T14・12

T15・8

T15・8

（神田区駿河台南甲賀町所在敷地詳細図）S3・6

（区画整理敷地並二建物配置図）

C　第二期関係

2－1　第二期増築設計図

　
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
　　
3
3
3
3
3
3
3
3
3

第三期関係

T14・12～S3・10

復興第三期記念館新築設計図一1　S2・7

復興第三期記念館新築設計図一2　S3・8・23

大講堂強弱計算書　　　　　S2・7・18

復興第三期記念館新築工事　S2・7

（第三期工事設計図）　　　　S2・7～S3・1・18

復興第三期記念館設計変更図　S2・7，　S2・9

第三期（関係図）　　　　　S2

記念館新築設計図　　　　　S3・3

記念館設計図　　　　　　　S3・3

2点

1
3
2
2
3
5
2
1
5
2
1

72

　31

　2
2（含8枚）

　19

　18

　3
10（含15枚）

　2
　1
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0

　
1
2
3
4
5
6
7
8
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

E
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

　
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

第四期関係

復興第四期新築設計図一1

復興第四期新築設計図一2

復興第四期新築設計図一3

第四期（関係図）

第四期工事新築設計図一1

第四期工事新築設計図一2

第四期工事新築設計図一3

第四期工事新築設計図一4

S3・7

S3・7

S3・8

S3・12

S3・12

　　　　　　　　　　　　（封筒）

体育館水泳プール図解並二説明図

（復興第四期工事設計図）

　5

　9

　3

　1
7（含2校）

　1

　3
1（2袋）

　3

　9

鐸
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

　
一
一
　
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

F
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

　
a
　
　
　
　
　
　
　
　
t
D

図書館第一期工事設計図

図書館新築設計図

図書館第一期新築設計図

図書館第一期電気工事設計図

図書館第一期工事増築設計図

図書館第一期工事変更設計図

図書館第二期工事設計図

図書館第二期工事書庫設計図

S6。7，　S6・9

S6・8～S7・4

S6・9～S7・12

図書館第二期増築工事（関係図）S8・4，

図書館エレベーター新設設計図

図書館第二期（強度計算書）

図書館第五期工事（設計図）

（図書館設計図）

図書館計画図

S6・7～S6。11

S6・12

S6・12

S8・3

S8・3

　　　S8．5

　S8・5

23

Q3

X
3
1
1
4
4
2
1
6
1
6
1
0
1
2
1

　
ユ
　
　
　
ヨ
　
　
　
に
り

G
｝
一
一
一
一

　
予
予
予
予
予

予科関係

予科新築設計図一1

予科新築設計図一2

予科新築設計図一3

予科新築設計図一4

予科新築設計図一5

S7・9

S7・9

S8・ユ，　S8・7

S8・3，　S8・8

S8・7

3
2
5
2
5
4
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
ア
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
ユ
　
ユ
　

ユ
　

ユ
　

ユ
　

ユ
　

ユ
　

ユ
　
ユ
　

ユ
　

　
　
　

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一

　
一
一

予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予
予

予科新築設計図一6

予科新築設計図一7

予科新築設計図一8

予科新築設計図一9

予科新築設計図一10

予科新築設計図一11

予科新築設計図一12

予科新築設計図一13

予科設計図一12

予科入口上廟増設設計図

S8・7，　S8・8

S8・8

S8・8

S8・8，　S8・10

S8・8

S8・10，　S8・12

S8・8

予科校舎付属食堂新築設計図

予科生徒控室講堂新築設計図

予科講堂新築設計図

予科建築強度計算書

（予科校舎関係設計図）

予科講堂兼雨天体操場新築設計図

S8・13

S8・7

　　S9・2

　　S11・1

S12・7

9
6
1
4
5
3
7
2
1
2
1
2
3
6
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
ー

　
ユ
　
　
　
ヨ
　
　
　
に
り
　
　
む
　
ワ
ロ
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ユ

H
「
「
「
「
「
「
「
「
一
一
一

　
そ
そ
そ
そ
そ
そ
そ
そ
そ
そ
そ

その他

復興建築付帯工事設計図　S2・7

（通風扇図面）　　　　　　S3・3・30

家具設計図　　　　　　　S9・3

向島艇庫新築設計図　　　S9・9

明治中学校武道場新築設計図　S10・7，　S　10・12

（原動機配置図）

（建築設計図）

（学内案内図）

（門塀設計図）

（前庭植木配置図）

（梁伏図）

　1

　1

　9

　8
13（含3校）

　1

　2
　3
　1

　1

　1

　1　学外関係

外一1　（ARANGEMENT　OF　RooM　HoTEL）

外一2　YMCA水泳プール設計図 2
1
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　J　仕様書関係

文一1　（復興第四期関係工事仕様書）S3・12　　　　　　　　　　　　　　1

文一2　（図書館関係工事仕様書）S6・11～S8・4　　　　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計650

　（注）　当歴史編纂事務室では本史料の詳細な目録も作成済であるが，今回は紙数の関

　　　係上，載せなかった。したがって，本誌では「略目録」とした。

亀Lり

、

’
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2　広報部rMEIJI　UNVERSITY』（総合案内）への提出原稿

明治大学の歴史

■前史

　明治法律学校，のちの明治大学は岸本辰雄・宮城浩蔵・矢代操によって創立された。

岸本は鳥取藩，宮城は天童藩，矢代は鯖江藩といったように3人とも地方，それもかな

り江戸から隔てた藩内で，しかも禄高が低い土族の家に，嘉永年間に生まれ，育った。

　やがて，彼らは幕末維新の動乱と変革の中，明治政府の命をうけた藩の選抜生（貢進

生）として上京した。そして彼らが出会ったところは明法寮（のちに司法省法学校）で

あった。同校は司法省が設立したものであり，司法官僚を速成することが目的であった。

この学校で「お雇い外国人」教師のボワソナードらからフランス法学を学んだ彼らは，

それぞれの道を歩んだ。すなわち，岸本はフランスに留学し，帰国後は判事に，また宮

城も同国に留学し，帰国後は検事になった。矢代は元老院に就職し，その傍ら法律私塾

の講法学社（北畠道竜設立）等の経営と教育に当たった。

■明治法律学校の誕生

　司法省法学校在学以来，きわめて親しい間柄の創立者3人は、本務は異なりながら

も，常に最新，かつ本格的な法律教育をすることが脳裏にあった。

　一方，講法学社の設置者の経営姿勢に不満をもっていた学生らは退学し，その内，十

数名は神田小川町の長屋で自主学習をしていた。彼らはやがて，以前，同社で講師をし

ていた岸本・宮城に新しい法律学校の開校を願った。岸本らは友人であり，講法学社に

おいて学生に慕われていた矢代を誘い，東京府に私立法律学校設置願いを提出した。そ

して，ついに1881（明治14）年1月17日，麹町区の数寄屋橋の一角・島原藩邸跡に法学

校を開校した。時あたかも自由民権の風潮の真っ只中，明治法律学校は「権利・自由」

を校訓とし，フランス法を中心として教育に当たっていった。

　その後，同校は資金難に苦しむのであるが，志願者は日に日に急増していった。その

ため，ついに1886（同19）年12月11日，神田南甲賀町に自前の校舎を新築し，移転した。

　しかし，その後の同校の歩みは必ずしも順調ではない。特別監督条規等により東京帝

国大学の統括・管理下に置かれたり，私学併合を企図されるなどした。いわゆる「私学

撲滅」策である。r権利・自由」を標榜する本学は特にその標的とされた。また，国策に

よるドイツ・イギリス法の保護は，やがてフランス法（本学など）と対立をひき起こす。

その頂点は民法典施行をめぐる大論争であるが，結果としてフランス法系は敗北した。
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■大学昇格から戦時体制下へ

　明治法律学校が大学令による大学（「明治大学」）となったのは1920（大正9）年4月

1日のことである。しかし，そこにたどりつくまでには並々ならぬ苦闘と努力があった。

学位「明法学士」の発案と授与，専門学校令による「明治大学」認可，法・商・政・文

の4学部体制，駿河台移転，大学昇格のための募金運動等々はその代表的な事例である。

とにもかくにも教職員・学生・校友らの奮闘努力により，総合大学としての明治大学が

成立したのである。

　このキャンパスでは留学から帰った新進気鋭の教員，かなりの数に上る留学生，さら・

には大正デモクラシーを謳歌する学生，そして時には学園騒動に関係する人達といった

新たな動きが顕著になってきた。まさに伝統の在野精神・反骨精神を基軸に学園は右に

左にと揺れたり，またよきにつけ悪しきにつけ活況を呈していったといえよう。

　そのような学園に大打撃を与えたのは関東大震災（1923・大正12年9月1日）であっ

た。だが，壊滅的な学園の焼け跡にかけつけ，いち早く片付け・復興に当たったのは教

職員はもとより，学生・校友であった。その結果，1928（昭和3）年4月21日には記念

館で復興の式典を挙行できるまでになった。

　しかし、やがて社会は経済不況・軍事拡大・テロといった暗雲がたちこめ，明治大学

もまたファシズムや戦時体制（とくに太平洋戦争）に巻き込まれるようになった。興亜

科の設置や勤労動員・学徒出陣などはその典型的な例である。ただ，その一方，女子教

育の拡大，スポーツの振興，予科（和泉校舎）の移転等々，前向きの側面が認められた

のも事実である。

口戦後の復興から新時代へ

　本学は1949（昭和24）年2月24日，新制明治大学として認可され，新たな出発をした。

学部は法・商・政経・文・理工・農の6学部からなり，さらに翌月25日には第2部（夜

間制）が設置された。当然，このころは当時の社会状況と同様に，本学内においても大

きな戸惑いと混乱が生じた。しかし，その一方，新しい大学をめざして気概と希望に満

ちていたわけでもある。

　その後，本学は生田キャンパスの開設，大学院の拡充，経営学部の新設，さらには新

校舎の建設が進められていった。こうした制度と施設設備の拡充は急速に推進されたの

であるが，やがて1960年代ころより学内の質的な改革が叫ばれるようになった。例えば

専教連改革，学費問題，あるいは全共闘運動等々である。そうした経緯を経て，明治大

学は1980（昭和55）年11月4日，創立100周年を祝った。そして，それを契機として，い

ままで以上に，建学の精神に基づき本学の歩みを検証しようとする動きが活発化した。

また，それと同時に新しい時代を担う大学としての在り方が急速に求められてきた。
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明治大学・年譜

1880年2月

　〃　12月

1881年1月

1886年12月

1888年5月

1900年2月

1903年8月

1904年4月

1905年7月

1911年10月

1912年4月

　〃　7月

1920年4月

　〃　5月

1921年2，月

　〃　4月

1923年4月

1925年4，月

1929年4月

1930年3月

1932年4月

1939年9，月

1944年3月

1944年4月

岸本辰雄，6月宮城浩蔵，仏国より帰朝

明治法律学校開業届提出

（麹町区上六番町36番地宮城浩蔵屋敷内）

明治法律学校開校，麹町区上六番町より有楽町3丁目1番地

数寄屋橋内旧島原藩邸に移転

私立法律学校特別監督条規公布

有楽町島原邸より伸田駿河台南甲賀町11に新築移転

特別許可学校規則により法律学部・政治学部の2学部が許可され，校長・

教頭の制を置く，初代校長に岸本辰雄，教頭に宮城浩蔵が就任

校則を改正し，卒業生に「明治学士」の称号を認可

明治法律学校を「明治大学」と改称（専門学校令）

学則改正により法学部・政学部・文学部・商学部設置，各学部に本科・専

門科設置

大学組織を財団法人に改める

最初の記念館落成（現在の駿河台校舎）

創立三十周年記念式典挙行

創立者岸本辰雄逝去

政学部を政治経済科と改称

大学令による大学設立認可

明治大学校歌作成（作詞・児玉花外，作曲・山田耕律）

大学予科校舎（駿河台）新築落成

専門部に二部法科を設置

専門部に二部経済科を設置

政治経済学部認可

専門部経済科（二部）の呼称を専門部政治経済科と改称

女子部開設（現在の短期大学），専門部科二部設置

明治大学商業学校設置

専門部文科を設置

専門部興亜科を新設，経営・貿易・農政・厚生の4科を置く

女子部を改め明治女子専門学校設置

東京明治工業専門学校設置，専門部商科を経営科と改称
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1945年9月

1946年6月

1949年2月

　〃　3月

1950年3月

　”　4月

1951年3月

1952年4月

1953年4月

1954年4月

1965年3月

1980年11月

1989年4月

1991年1月

1994年3月

1995年11月

1996年9月

1998年9月

興亜科を産業経済科と改称

明治農業専門学校設置

学校教育法により明治大学設置，法学部・商学部・政治経済学部・文学部

・工学部・農学部を置く

二部に法学部・商学部・政治経済学部・文学部を置く

二部に工学部増設

短期大学設置

大学組織を学校法人に改める，生田校舎建設

大学院設置

経営学部設置

大学院校舎落成

生田工学部校舎竣工

創立百周年記念式典挙行

理工学部設置

生田中央校舎竣工

駿河台12号館舎竣工

明治大学発祥の地に記念碑建立（千代田区有楽町2丁目）

和泉校舎体育館竣工

リバティタワー竣工
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　3　入試事務室r大学ガイド』への提出原稿

明治大学のあゆみ

旧BO年2月

　）1　12月

1B81年1月

1886年12月

　〃

1888年5月

1900年E月

190降4月

1903年8月

Igo4年4月

igO5年7月

191「年1σ月

1912年4月

　」J　フ月

192afi　4月

　〃　5月

1921年2月

　〃　4月

19？3年4月

1925年7月

19？9年4月

1930年a月

193？年4月

193眸8月

1939年9月

1944年3月

　〃　4月

1945年9月

1946ff　6月

岸本辰雄、6月竃城浩蔵、仏国よつ帰朝

明治法律学校開業届提出（麹町区上六番町36

番地宮城浩蔵屋敷内）

明治法律学校開校、麹町区上六番町より有楽

町3丁目｛番地数寄屋僑内旧島原藩邸に移

転

私立法律学校特別監督条規公布．

有楽町島原邸より神田駿河台南甲賀町摺ご新

築移転

特別認可学校規則により法律学部・政治学部

の2学部が認可され、校長・教頭の制を置く、

初代校長に岸本辰雄、教頭に宮城浩蔵が就任

校則を改正し卒業生に「明法学士」の称号を

認可

制服・制帽の制を定める

明治法律学校を「明治大学」と改称（専門学

校令）

字則改正によつ法字部・政学部・又字部・商学

部設置、各学部に本科・専門科設置

大学組織を財団法人に改める

最初の記念館落成（現在の駿河台校舎）

創立三十周年記怠式典挙行

創立者岸本辰雄逝去

政学部を政治経済科と改称

大学令による大学設立認可

明治大学校歌作成

（作詞・児玉花外、作曲・山田耕搾）

大学予科校舎（駿河台）新築落成

専門部に；部法科を設置

専門部に二部経済科を設置

政治経済学部認可

専門部経済科（二部）の呼称を専門部政治経

済科と改称

女子部開設（現在の短期大学）、専門部商科二

部設置

明治大学商業学校設置

専門部文科を設置

予科を和泉に移転すべく校舎建築港工

興亜科専門部を新設、経宮・貿易・農政・厚生

の4科を置く

女子部を改め明治女子専門学校設置

東京明治工業専門学校設置、商科専門部を経

営科と改称

興亜科を産業経済科と改称

明治農業専門学校設置

1949年～月　学校教育法によつ明治大学設置、法学部・商学

　　　　　部・政治経済学部・文学部・工学部・農学部を

　　　　　置く

　刀　3月　二部に法学部・商学部・政治経済学部・文学部

　　　　　を固く

1950年3月　二部に工学部増設

　〃　4月短期大学設置

1951年G月　大学組織を学校法人に改める、生田校舎建設

旧52年d月　大学院設置

1953年4月　経営学部設置

旧54年4月　大学院校舎落成

1957年3月　大学院文学研究科増設認司

1959年d月　大学院農学研究科・経営学研究科増設認可

1960fi　3　n創立八＋周年記念繊としびラス力学欄

　　　　　査隊出発

1961年3月　大学院工学研究科建築学専攻博士課程認可

1963年4月　大学院政治経済学研究科経済学専攻博士課

　　　　　程認可

1965年3月　生田工学部校舎竣工

1966年3月　大学院工学研究科1業化学専攻修士・博士課

　　　　　程増設

1974年1月　連合父兄会結成

197B年4月　大学院農学研究科農芸化学専攻・農学専攻・

　　　　　農藁経済学専攻増設

1980年11月　創立百周年記念式典挙行

19日3年3月　生田第三校舎3号館竣工

1984年4月　創立百周年記念図書館竣工

1985年7月　創立百周年記念大学会館竣工

｝ge7ff　5月　和泉校舎図書館増築竣－

1988年10月　和泉第一校舎竣工

19B9年2月　生田第一校舎4号館竣工

　〃　4月　理工学部設置

　〃　ア月　生田第二校舎6号館竣工

1991年1月　生田中央校舎竣工

1993年4月　大学院理工学研究科増設、基礎理工学専攻修

　　　　　士課程設置

ig94年3月　駿河台12号館竣工

1995年4月　大学院理工学研究科、基礎理工学専攻博士課

　　　　　程設置

　〃　li月　明治大学発祥の地に記念碑建立（千代田区有

　　　　　楽町2丁目）

1996年9月　和泉校舎体育館竣工

旧9B年9月　創立百二十周年記念館リバチィタワー竣工
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4　職員会r職員会ニュース』第342号への提出原稿

明治大学の素朴な疑問

一意外に知らない明治大学

Q1：校旗・校章以外に，明治大学のシンボルはあるのでしょうか。あるとすれば，何

でしょうか。また，どの部署でシンボルを考案するのでしょうか。

A：「明治大学」というマーク（徽章）を配した校旗は1915（大正4）年4月に制定さ

　　　　　　　　　　　　　れました。r駿台新報』（昭和14年10月17日付）によれ

　　　　　　　　　　　　　ば，その色の深紫は色階としては最上位のものであり，

　　　　　　　　　　　　　旗の形は「方正端厳」を象徴しているといわれます。ま

　　　　　　　　　　　　　た，その制定者は木下友三郎氏（制定時は校長）と記さ

　　　　　　　　　　　　　れています。なお，それ以前の明大マーク（徽章）は下

　　　　　　　　　　　　　記のもので1903（明治36）年に制定されました。（歴史編

　　　　　　　　　　　　　纂事務室）

Q2：創立記念日が2日あるのはなぜですか。

A：’1月17日は創立記念日で，人間でいえぱ誕生日です。これはほとんどの学校でも設

けているように開校を記念する日です。『明治大学二十年史』では，この日「開校の典を

行ふ」とありますので，その規模はともかく，何らかの行事を行った可能性が大です。

　問題はこの日から授業をしたのかどうかということです。当時の新聞にはこの日「教

場ヲ開キ」とありますし，またこのころはあまり大々的な式典等をしない，さらに校内

に司法試験合格をめざす厳しい学問的な雰囲気があること等々を考えると，授業も即日

はじめたものと思われます。

　11月1日は1933（昭和8）年に定められた「創立記念祝日1です。制定理由のひとつ

は，創立50周年記念式典を記念した日であること，またその一環としての施設拡充（と

くに記念図書館建設）のために恩賜金が交付されたことを記念するためです。

　しかし，実はもうひとつ理由があり，1月17日の記念日の方は「第三学期ノ始メニシ

テ学生ノ出席少ナク1と当時の文部省への提出書類にあります。（歴史編纂事務室）
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5　ミニ歴史展関係資料

　　　　　　　　　　　　　　　ユ998年ユ2月ユ4日

　　　　　　　　　　　　総務部歴史編纂事務室

大学史料のミニ展示にっいて（案）

目　　的

方　　法

間
品

期
備

場　　所

内　　容

経　　費

　いままで収集してきた大学史料を学内外の方々に広く紹介

し、明治大学および明治大学史への理解と協力を求める。

　ケースの中に史料を展示する。またその周辺にパネルや額

等を掲げる。時折、展示替えを行う。

1999年1月以降（当分の闇）

歴史編纂事務室所有の展示ケース

　　　（木製・ガラス付、縦950×幅2750×奥行600、2台）

大学会館1階西壁前

配置図は別紙の通り

　テーマを設けて明治大学史上の出来事を扱う。また寄贈さ

れた史料をいち早く紹介し、あわせて寄贈者への謝意を示す

ように企画する。

展示テーマの例：明治大学記念館の歩み

　　　　　　　　女子部から短期大学へ

　　　　　　　　戦時下の慰問演劇隊

歴史編纂事務室の経費でまかなう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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壁

配置図

絵日

展
示
ケ

ス
②

「権利・自由」書

○パンフレット・ケース

○案内板

大
学
会
館

階

玄関

團
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　1999。　2　・19

歴史編纂事務室

第1回　明治大学小史展の構成について

テーマ　学園をみまもってきた記念館

主旨（展示場の「御挨拶」に相当。衝立に貼り，左端に立てる）

　明治大学および明治大学史にあって，シンボルといえば記念館はそのひとつにあげら

れましょう。今回の展示ではシンボルのみならず心の拠り所でもあった，その記念館の

歩みを振り返ってみましょう。

内容（展示物のキャプションに相当）

1　初代記念館の写真（明治44年）　吊るし

　創立30周年を記念して南甲賀町（現在の主婦の友社）から今の駿河台の地に移転した

時にキャンバスの中央部（現リバティタワー）に建設された。

2　2代記念館の写真（大正元年）　吊るし

　初代記念館は完成5ケ月にして焼失してしまう。そして，9ケ月後に再建されたの

が，この記念館である。

3　3代記念館の模型（1996年12月）　既設

　2代記念館は大正時代を生き抜いていくが，大正12年の関東大震災によって崩壊した。

しかし，教職員・学生・校友らの必死の労苦により，ついに記念館は蘇った。

4　リバティタワーの模型（1996年3月）　既設

　3代目の記念館の跡にリバティタワーが竣工したのは，昨年9月のことである。今や

確実に明治大学，そしてお茶の水のシンボルとなっている。

5　記念館講堂建築資金募集の記事（明治43年7月）　ケース内

　明治大学の校誌『学叢』第7号に収載されている初代記念館の建設資金募集に関する

記事である。学生が呼びかけを行っている。

6　復旧作業の写真とr焼跡整理簿』（大正工2年9月，同年12月）写真（吊るし）・文

　　書（ケース内）

　関東大震災により壊滅状態となった学園にはいち早く学生らがかけつけ，復旧に向け

て汗を流した。

7　復興校債募集の趣意書・申込書（大正13年3月）　ケース内

　関東大震災からの復興のため，全国の関係者に校債の応募を呼びかけた。
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8　ドームの銅板（昭和3年）　ケース内

　3代記念館の頂上部はこの銅板におおわれたドームでした。このドームの形もまたリ

バティタワーに引き継がれました。

9　貴賓室の壁布（昭和25年）　ケース内

　創立70周年記念行事の際，3代記念館の貴賓室の内部の壁に貼られた布である。

10　3代記念館の絵（昭和初年）　吊るし

　竣工まもない記念館を描いた作品である。自動車などが当時の風情を添えている。

11記念館のグッズ（昭和年間）　ケース内

　　（1）創立50周年記念のペン皿（川島達男氏奇贈）

　　（2）　3代記念館オルゴール（坂場薫氏寄贈）

　　（3）　3代記念館置時計（布留川邦夫氏寄贈）

　　〔4）　3代記念館ソノシート（岩田武氏寄贈）

　さすがに記念館のグッズは数多く作られた。これはほんの一部である。

12記念の絵葉書（明治44年，昭和3年4月，同15年）　ケース内

　　（1）明治大学創立三十年　紀念絵葉書

　　〔2）明治大学校舎絵葉書

　　（3）明治大学復興記念絵端書

　　（4）創立六十周年記念絵葉書

　記念館の絵葉書も今となってはかなり貴重なものである。

13歴史編纂事務室報告r明治大学記念館の歴史と資料』とr明治大学記念館』　1928

　　⇒1995』（1996年3月，同年9月）　ケース内

　ともに3代記念館の終焉を機に刊行されたものである。

　
日
日

　
1
　
4

　
3
　
2

　
月
月

　
5
1
2

　
～
～

　
日
日

　
2
5
1

間
月
月

期
2
1
1

の
示
①
③

展

②6月15日～9月30日

④1月18日～2月28日

展示のテーマ（当面の予定）

　①学園をみまもってきた記念館

　②神田・お茶の水と明治大学

　③明治大学史料・この一年一受贈史料一

　④女子部から短大へ
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6

一
九
九
八
年
度
職
場
研
修
関
係
資
料

職
場
研
修
実
施
計
画
・
申
請
書
（
一
九
九
九
年
一
月
一
一
日
）

部
署
名
総
務
部
歴
史
編
纂
事
務
室

実
施
責
任
者
　
長
浜
忠
雄

研
修
課
題
　
（
テ
ー
マ
）

　
大
学
史
料
の
活
用
1
と
く
に
史
料
の
公
開
に
つ
い
て
－

課
題
の
選
定
理
由
　
当
室
で
は
、
新
た
に
歴
史
編
纂
業
務
に
当
っ
て
い
く

　
た
め
、
「
大
学
史
料
の
収
集
・
保
存
・
活
用
」
を
テ
！
マ
に
、
そ
の
大
概

　
を
把
握
し
て
き
た
。
本
年
度
は
さ
ら
に
テ
ー
マ
を
絞
り
、
大
学
史
料
の

　
公
開
の
問
題
を
扱
う
。

実
施
日
時
　
二
月
五
日
㈲
　
九
時
～
一
六
時
迄
（
一
日
間
）

実
施
場
所
　
体
育
記
念
室
・
古
賀
政
男
音
楽
博
物
館

研
修
に
使
用
す
る
資
料

　
1
　
発
表
レ
ジ
ュ
メ

　
2
　
参
考
資
料

実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
（
内
容
・
方
法
）

　
　
九
時
○
○
分
～
一
〇
時
○
○
分

　
一
〇
時
○
○
分
～
一
一
時
三
〇
分

　
一
一
時
三
〇
分
～
一
三
時
三
〇
分

　
＝
二
時
三
〇
分
～
一
四
時
三
〇
分

　
一
四
時
三
〇
分
～
一
六
時
○
○
分

備
　
　
考

諺
体
育
記
套

昼
食
・
移
動

馨
舘
糊
館

　
古
賀
政
男
音
楽
博
物
館

　
　
渋
谷
区
上
原
三
i
六
1
一
二

（
T
E
L
　
三
四
六
〇
1
九
〇
五
一
）

（
以
上
は
、
人
事
部
宛
「
職
場
研
修
実
施
計
画
・
申
請
書
」

た
）

を
も
と
に
し

職
場
研
修
報
告
書
（
一
九
九
九
年
二
月
六
日
）

部
署
名
総
務
部
歴
史
編
纂
事
務
室

実
施
責
任
者
　
長
浜
忠
雄

研
修
瑚
課
題
（
一
ア
ー
マ
）

　
大
学
史
料
の
活
用
　
と
く
に
史
料
の
公
開
に
つ
い
て
1

実
施
日
時
・
場
所
　
二
月
五
日
㈲
　
九
時
～
＝
ハ
時
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
体
育
記
念
室
・
古
賀
政
男
音
楽
博
物
館

参
加
者
　
長
浜
忠
雄

報
告
内
容

　
本
年
度
の
当
室
職
場
研
修
は
予
定
ど
お
り
、
上
記
の
テ
ー
マ
で
行
な
わ

れ
た
。

　
第
1
部
（
午
前
中
）
は
報
告
・
発
表
と
そ
れ
に
基
づ
く
討
論
が
な
さ
れ

た
。
ま
ず
、
資
料
の
「
資
・
史
料
の
活
用
と
そ
の
問
題
点
」
と
「
参
考
資

料
」
を
も
と
に
報
告
・
発
表
が
な
さ
れ
た
（
鈴
木
）
。
そ
の
内
容
の
項
目
は

「
1
、
史
料
公
開
の
制
度
化
」
、
「
2
　
各
大
学
の
情
報
お
よ
び
史
料
の
公

開
」
、
「
3
　
本
学
の
情
報
お
よ
び
史
料
の
公
開
」
、
「
4
　
著
作
権
に
つ
い

て
」
、
「
5
　
著
作
権
の
実
態
」
、
「
6
　
権
利
の
侵
害
」
、
「
7
　
2
・
3
の 132一



論
文
か
ら
学
ぶ
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
本
学
に
お
け
る
史
料
の
公
開
は

現
実
的
、
か
つ
緊
急
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
当
日
は
具
体
的
な
事
例
を
も

と
に
討
論
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
は
人
権
や
著
作
権
と
い
っ
た
こ
と
と

も
関
連
す
る
た
め
、
討
論
に
か
な
り
の
時
間
を
費
し
た
。
ま
た
史
料
の
公

開
は
当
然
、
史
料
の
管
理
・
保
存
の
問
題
と
も
関
連
す
る
た
め
、
本
学
お

よ
び
当
室
の
現
状
が
議
論
さ
れ
た
。
と
く
に
史
料
の
殺
菌
・
消
毒
や
保
存

庫
（
現
在
は
明
中
高
校
内
に
仮
設
）
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
史
料
の
公
開
の
前
提
と

な
る
史
料
の
入
力
（
目
録
化
）
に
も
話
題
が
及
び
、
現
状
は
か
な
り
遅
滞

気
味
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
第
2
部
（
午
後
）
は
上
記
の
こ
と
に
先
進
的
な
古
賀
政
男
音
楽
記
念
館

を
見
学
し
た
。
前
半
は
、
ま
ず
中
本
専
務
理
事
よ
り
同
館
の
概
要
説
明
が

あ
り
、
続
い
て
鹿
島
基
広
・
大
木
雅
子
両
学
芸
員
よ
り
史
料
に
関
す
る
詳

し
い
説
明
が
あ
っ
た
。
当
然
、
音
楽
著
作
権
の
こ
と
に
も
ふ
れ
ら
れ
た
。

な
お
、
古
賀
政
男
氏
（
故
人
）
は
本
学
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
関
係
の
史

料
に
つ
い
て
も
紹
介
が
あ
っ
た
。
後
半
は
両
学
芸
員
の
案
内
で
、
施
設
、

設
備
、
と
く
に
展
示
コ
ー
ナ
ー
と
保
存
庫
を
見
学
し
た
。
原
史
料
の
復
元
、

見
学
者
本
位
の
展
示
方
法
、
あ
る
い
は
条
件
の
整
っ
た
保
存
施
設
等
々
、

学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
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1999年2月5日

歴史編纂事務室

職場研修・レジュメ

　　　　　　　　　　　資・史料の活用とその問題点

1　史料公開の制度化

（1）公文書館法の制定

　　1987（昭和62）年12月15日法律第115号（資料1参照）

　　第3条公文書等の利用・責務

（2）文書館の設置

　　国立公文書館と史料館

　　都道府県のもの（山口県立文書館等）

　　市町村のもの（藤沢市文書館等）

（3）情報公開制度と開示要求

　　いずれとも急増（しかし，制度は「上から」の実現）

　　国（閣議決定レベル）

　　特殊法人（1年以内に）

（4）アカウンタビリティについて

　　説明責任

　　重視の傾向

（5）近年の問題点

　　古文書と文書の区別の是否

　　文書保存期間の短縮化（開示請求のためや保存スペースの都合）

　　法案化にともない公開鈍化

　　研究・商行為と人権の関係

2　各大学の情報および史料の公開

（1）東京大学の場合　　　　自己点検・評価の中からの要望

（2）名古屋大学の場合　　r名古屋大学史資料室利用規定』の制定（資料2参照）

（3）早稲田大学の場合　　『早稲田大学大学史資料センター規定』の制定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料3参照）

④　大学の「閉鎖性と未熟さ」について

　　史料を抱える体質
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　　いわゆる「縄張り」意識（とくに法人と教学）

　　公開体制のなさと不統一

㈲　近年のデータ

3　本学の情報および史料の公開

（1）既存の法規

　　　「個人情報の保護に関する規定」（1994年4月11日）（資料4参照）

　　　「図書館における個人情報の保護に関する要綱」（1995年10月2日）（資料5参照）

②　当室関係の法規（内規を含む）

　　　「文書の整理及保存に関する規程」（昭和43年3月25日）（資料6参照）

　　　「当面の半現用・現用文書の取り扱いについて」（1998年7月27日）（資料7参照）

4　著作権について（著作権セミナーによる）

（1）著作権の定義

②　著作権の種類

（3）著作権の保護期間

（4）無許可による著作物利用

（5）著作権の利用方法

　（6）著作権者不明の手続き

　（7）著作権侵略の処罰

5　著作権の実態　　応用のために

（1）著作権軽視の理由

（2）現実と運用

（3）多くの問い合せ

以上，資料8参照

以上，資料9参照

6　権利の侵害

（1）差別用語，不快用語

②　その他

7　2・3の論文から学ぶ

（1）「公文書の評価選別と公開非公開の基準についての試論」（佐藤隆，『秋田県立公

　　文書館紀要』第4号）

　　ア　秋田県立公文書館公文書課の基準づくり
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　　　廃棄のための評価選別基準（業務の入口）

　　　閲覧利用のための公開非公開基準（業務の出口）

　イ　公文書の整理

　　　文書の引継と一次整理（永・10・5・2・1年保存もの）

　　　二次整理

　　　　（注）　文書学事課でうけて，次に公文書館

　ウ　評価の大原則

　　　原則

　　　ランク付け

　工　非公開の基準

　　　期間…作成後「30年原則」（ICA，つまり国際文書館評議会）

　　　　　　出生100年間（個人）

　　　　　　50年間（中間説）

　　　対象

　オ　課題

　　　ネットワーク，協力体制

　　　「倉庫番」化しない

　カ　いつかの利用に向けて保存するのではなく，現在の利用に向けて対応すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上，資料10参照

（2）「公文書等の保存に向けて一情報公開と史料提供」（水口政次，『双文』第15号）

　ア　群馬県の情報公開制度の非開示事項

　イ　東京都の情報公開制度の非開示事項

　ウ　情報公開制度と文書館閲覧制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上，資料11参照

　（注）　「職場研修・参考資料」（資料1～11）の掲載は割愛した。
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口
歴
史
編
纂
事
務
室
日
誌
口

　
　
　
（
一
九
九
八
年
一
月
二
八
日
～
一
九
九
九
年
一
月
二
〇
日
）

　　　’98

1年
2830

　2

529610

大
学
史
料
委
員
会
開
催

広
報
部
、
神
保
町
界
隈
の
写
真
に
つ
い
て
、
来
室
（
貸
与
）

『
か
ん
だ
』
（
か
ん
だ
会
）
ラ
イ
タ
ー
須
藤
出
穂
氏
、
児
玉
花

外
に
つ
い
て
、
来
室

入
試
事
務
室
、
講
義
録
に
つ
い
て
、
来
室
（
写
真
貸
与
）

図
書
館
よ
り
大
正
期
に
お
け
る
東
京
商
大
へ
の
図
書
寄
贈
願

文
、
借
用

一
橋
大
学
へ
国
立
へ
の
移
転
時
期
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
の
印
刷
願
、
用
度
課
へ
提
出

庶
務
課
よ
り
歴
代
商
議
員
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

資
料
室
補
強
工
事
の
た
め
の
下
調
べ
（
点
検
、
書
類
作
成
）

紀
要
印
刷
の
業
者
説
明
会

資
料
室
補
強
工
事
の
た
め
、
業
者
写
真
撮
影
（
見
積
書
作
成

の
た
め
）

元
職
員
佐
藤
一
也
氏
、
昭
和
2
8
年
度
入
学
試
験
問
題
に
つ
い

て
、
来
室

紀
要
印
刷
業
者
、
二
葉
印
刷
に
決
定
、
原
稿
を
渡
す

専
修
大
学
年
史
編
纂
課
へ
森
本
駿
に
つ
い
て
、
回
答

図
書
館
よ
り
志
田
釧
太
郎
履
歴
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

151317161819232124

（
1
4
日
に
来
室
）

部
課
長
会
出
席

東
京
ス
タ
デ
オ
、
史
料
補
修
完
了
（
吉
祥
寺
寮
々
則
）
、
搬
入

当
室
史
料
提
供
の
N
T
V
「
い
つ
み
て
も
波
瀾
万
丈
－
浅
香

光
代
」
放
映

報
告
集
の
印
刷
願
、
用
度
課
へ
提
出

力
ー
ド
会
報
掲
載
原
稿
、
企
画
室
へ
提
出

力
ー
ド
会
報
掲
載
写
真
の
撮
影
、
広
報
部
へ
依
頼

企
画
室
、
岸
本
辰
雄
と
校
舎
の
写
真
に
つ
い
て
、
来
室
（
貸

与
）募

金
室
、
鳥
取
藩
主
に
つ
い
て
、
来
室

神
奈
川
大
学
沢
木
武
美
氏
よ
り
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ
（
1
9
日
も
）

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
五
谷
十
三
雄
氏
よ
り
『
明
治
大
学

百
年
史
』
頒
価
と
通
史
執
筆
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

報
告
集
印
刷
の
業
者
説
明
会

紀
要
初
校
ゲ
ラ
、
届
く
（
校
正
開
始
）

中
津
川
市
山
本
鉛
氏
、
来
室
（
挨
拶
）

報
告
集
の
印
刷
業
者
、
二
葉
印
刷
に
決
定

報
告
集
の
原
稿
、
印
刷
業
者
へ
渡
す

生
田
学
生
課
よ
り
針
生
山
荘
落
成
記
念
ペ
ナ
ン
ト
移
管

校
友
阿
部
咬
氏
よ
り
明
治
期
職
員
岡
田
新
三
郎
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

神
奈
川
大
学
沢
木
武
美
氏
ら
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
に
つ
い
て
、
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来
室

生
田
庶
務
課
よ
り
農
・
工
学
部
の
移
転
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

学
習
院
大
学
五
十
年
史
編
さ
ん
室
桑
尾
光
太
郎
氏
よ
り
マ
イ

ク
ロ
・
フ
イ
ル
ム
「
戦
後
教
育
史
料
」
の
所
在
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

鯖
江
市
市
民
会
館
長
勝
山
幸
雄
氏
、
原
稿
依
頼
の
た
め
に
来

室
（
矢
代
操
に
つ
い
て
、
ま
ち
お
こ
し
運
動
の
た
め
）

ユ
ニ
・
フ
ォ
ト
・
マ
イ
ク
ロ
㈱
よ
り
『
組
合
ニ
ュ
ー
ス
』

（
C
H
）
納
品

『
組
合
ニ
ュ
ー
ス
』
の
整
理
（
～
3
月
2
日
）

図
書
館
用
品
㈱
へ
『
組
合
ニ
ュ
ー
ス
』
製
本
依
頼
（
1
7
日
に

納
品
）

報
告
集
初
校
ゲ
ラ
、
届
く
（
校
正
開
始
）

図
書
館
に
て
「
戦
後
教
育
史
料
」
（
マ
イ
ク
ロ
焼
き
付
け
）
閲

覧
（
4
日
も
）

駿
河
台
学
園
、
『
駿
河
台
学
園
八
十
年
史
』
寄
贈
の
た
め
、
来

室日
本
テ
レ
ビ
・
エ
ン
タ
ー
．
フ
ラ
イ
ズ
㈱
中
村
敦
子
氏
、
駿
河

台
界
隈
写
真
（
明
治
～
昭
和
）
に
つ
い
て
、
来
室
（
写
真
貸

与
、
1
3
日
に
N
T
V
で
三
橋
猛
雄
に
つ
い
て
放
映
）

仙
台
市
小
山
彌
太
郎
氏
（
校
友
）
よ
り
戦
時
下
学
生
に
つ
い

て
、
情
報
提
供
（
書
簡
）

広
報
部
、
旧
正
門
表
札
に
つ
い
て
、
来
室

23 20　　　　17　16　　　　132428 27　　2625

ぎ
ょ
う
せ
い
㈱
高
柳
昌
彦
氏
、
島
原
藩
邸
に
つ
い
て
、
来
室

（
写
真
貸
与
）

部
課
長
会
出
席

伊
藤
好
一
氏
御
逝
去
の
報
（
葬
儀
済
み
）
に
よ
り
同
宅
へ
弔

問紀
要
・
報
告
集
の
発
送
準
備

ホ
ー
ム
・
ペ
ー
ジ
説
明
会
お
よ
び
講
習
会

学
生
部
よ
り
吉
祥
寺
寮
関
係
史
料
移
管
（
1
9
日
も
）

創
立
者
・
鵜
沢
総
明
の
墓
碑
調
査

広
報
部
、
学
部
改
廃
に
つ
い
て
、
来
室

紀
要
校
了

校
友
課
よ
り
推
薦
校
友
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

資
料
室
補
強
工
事
開
始
（
～
2
5
日
）

図
書
館
よ
り
松
本
滝
蔵
・
米
田
実
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

沼
津
商
業
高
校
↓
O
O
周
年
記
念
史
編
纂
委
員
会
加
藤
美
智

子
氏
、
弓
道
部
に
つ
い
て
、
来
室

部
課
長
会
出
席

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
幹
事
会
お
よ
び
研
究

部
会
出
席

明
高
中
事
務
室
よ
り
創
立
者
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

小
山
卓
氏
、
父
彌
太
郎
に
つ
い
て
、
来
室
（
情
報
提
供
）

法
学
部
資
料
セ
ン
タ
ー
よ
り
『
商
法
正
義
』
・
『
民
法
正
義
』

の
表
紙
と
奥
付
（
コ
ピ
ー
）
、
提
供
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樋
口
ま
さ
よ
し
氏
（
平
成
7
年
卒
）
よ
り
創
立
者
名
お
よ
び

創
立
年
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
、
業
者
よ
り
搬
入

辞
令
交
付
、
長
浜
忠
雄
事
務
長
着
任
、
松
井
苗
子
前
事
務
長

調
査
役
（
広
報
担
当
）
へ
転
出

明
高
中
事
務
長
よ
り
「
『
西
洋
館
』
と
い
う
福
音
」
（
『
図
書
』

一
九
九
〇
・
九
、
コ
ピ
ー
）
提
供

図
書
館
部
課
長
連
絡
会
出
席

庶
務
課
よ
り
演
奏
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
移
管

考
古
学
博
物
館
よ
り
考
古
学
陣
列
館
絵
葉
書
、
寄
贈

雄
弁
部
学
生
、
学
徒
兵
に
つ
い
て
、
来
室

報
告
集
、
業
者
よ
り
搬
入

紀
要
・
報
告
集
の
発
送
（
学
外
分
）

明
高
中
事
務
長
よ
り
『
衆
議
院
議
員
在
職
五
十
年
の
表
彰
を

受
け
て
』
（
三
木
武
夫
）
、
寄
贈

生
田
学
生
課
よ
り
『
文
書
作
成
の
手
引
』
、
移
管

印
南
博
之
氏
、
父
博
吉
氏
（
元
商
学
部
教
授
）
の
遺
品
寄
贈

の
た
め
来
室

募
金
室
、
開
校
地
に
つ
い
て
、
来
室
（
9
・
1
0
日
も
）

有
馬
輝
武
前
理
事
、
来
室
（
挨
拶
）

専
修
大
学
年
史
編
纂
課
浅
田
岳
史
氏
、
報
告
集
の
こ
と
に
つ

い
て
、
来
室

明
高
中
事
務
長
よ
り
史
料
の
補
修
業
者
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

4
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宮
内
庁
書
陵
部
福
井
淳
氏
、
高
知
法
律
学
校
等
に
つ
い
て
、

来
室
（
情
報
提
供
）

大
学
史
料
委
員
会
開
催

戸
沢
充
則
学
長
へ
三
木
武
夫
関
係
「
。
バ
ク
ロ
ウ
会
」
に
つ
い

て
、
中
間
報
告
（
1
7
日
よ
り
調
査
再
開
）

紀
要
・
報
告
集
の
配
布
・
発
送
開
始

部
課
長
会
出
席

紀
要
・
報
告
集
執
筆
・
編
集
資
料
の
整
理
（
～
1
7
日
）

大
学
院
事
務
室
よ
り
長
尾
竜
一
氏
（
『
鵜
沢
総
明
』
解
題
執

筆
）
関
係
資
料
（
コ
ピ
ー
）
提
供

リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
i
竣
工
記
念
展
覧
会
の
準
備
開
始

印
南
博
之
氏
よ
り
父
・
博
吉
関
係
ア
ル
バ
ム
寄
贈

校
友
三
田
村
健
郎
氏
、
学
徒
兵
に
つ
い
て
来
室

葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
主
任
学
芸
員
橋
本
直
子
氏
来

室
、
『
花
菖
蒲
』
寄
贈

総
合
企
画
部
へ
学
事
記
録
用
資
料
提
出

紀
要
・
報
告
集
の
ポ
ス
タ
ー
作
成
・
配
布

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
幹
事
会
出
席

旧
記
念
館
等
図
面
の
整
理
再
開

元
留
学
生
崔
麟
等
に
つ
い
て
、
史
料
調
査

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
伊
関
氏
（
校
友
）
よ
り

乗
竹
孝
太
郎
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

同
志
社
大
学
元
職
員
竹
内
力
雄
氏
よ
り
内
田
鉄
三
郎
に
つ
い

て
、
問
い
合
わ
せ

139一



2325242830

＝
」
　
・
　
－78912

部
課
長
会
出
席

総
合
施
設
整
備
推
進
室
、
大
学
院
会
議
室
額
絵
画
に
つ
い
て
、

来
室

学
生
事
務
部
よ
り
、
吉
祥
寺
寮
関
係
史
料
移
管

韓
国
・
朝
鮮
人
学
兵
に
つ
い
て
、
史
料
調
査
（
～
2
8
日
）

宮
内
庁
書
陵
部
福
井
淳
氏
、
各
大
学
年
史
閲
覧
の
た
め
来
室

歴
史
編
纂
事
務
室
関
係
「
文
書
綴
」
の
整
理

日
本
民
芸
協
会
篠
崎
氏
よ
り
関
東
大
震
災
こ
ろ
の
小
川
町
の

地
図
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

京
都
府
長
岡
京
市
後
藤
正
人
氏
（
和
歌
山
大
学
）
よ
り
「
児

玉
花
外
『
社
会
主
義
詩
集
』
と
大
塩
中
斎
」
（
立
命
館
大
学
紀

要
抜
刷
）
寄
贈

同
志
社
大
学
元
職
員
竹
内
力
雄
氏
よ
り
田
中
不
二
麿
「
談
話

筆
記
」
（
コ
ピ
ー
）
提
供

後
藤
総
一
郎
委
員
よ
り
柳
田
国
男
の
新
体
制
運
動
に
関
す
る

論
文
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

浅
田
毅
衛
委
員
よ
り
田
島
義
方
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

広
報
部
、
明
法
学
士
関
係
写
真
に
つ
い
て
、
来
室
（
写
真
貸

与
）総

合
施
設
整
備
推
進
室
、
神
保
町
の
歴
史
に
つ
い
て
、
来
室

高
知
法
律
学
校
の
調
査
開
始

リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
の
内
部
施
設
に
つ
い
て
、
総
合
施
設
整
備
…

推
進
室
へ
問
い
合
わ
せ

岡
山
法
律
英
学
校
の
調
査
開
始

131416151819202221

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
五
谷
十
三
雄
氏
、
学
部
間
共
通
総

合
講
座
等
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

大
同
法
律
学
校
・
北
京
分
校
等
の
調
査
開
始

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
幹
事
会
お
よ
び
総
会

出
席

大
学
史
料
委
員
会
開
催

元
職
員
持
永
あ
い
子
氏
よ
り
「
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

（『

坙
{
経
済
新
聞
』
一
九
九
八
年
五
月
一
六
日
付
、
藤
沢
衛

彦
氏
関
係
）
に
つ
い
て
、
情
報
提
供

校
友
二
宮
正
二
氏
よ
り
東
京
明
治
工
業
専
門
学
校
の
修
学
年

限
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

校
友
阿
部
咬
氏
よ
り
岡
田
新
三
郎
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
第
3
号
の
執
筆
依
頼
準
備
開
始

教
務
課
よ
り
昨
年
度
卒
業
式
録
音
テ
ー
プ
借
用

理
工
学
部
事
務
室
よ
り
『
勤
労
動
員
関
係
綴
』
（
東
京
明
治

工
業
専
門
学
校
）
移
管

募
金
室
よ
り
大
学
院
の
「
鐘
」
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

共
同
通
信
社
大
塚
氏
よ
り
学
部
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
問

い
合
わ
せ

政
経
学
部
事
務
室
よ
り
矢
代
操
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

卒
業
式
挨
拶
の
紀
要
掲
載
に
つ
い
て
、
阿
久
悠
事
務
所
訪
問

紀
要
第
2
号
・
報
告
集
第
1
9
集
刊
行
案
内
の
作
成
と
掲
載
依

頼
（
校
友
会
事
務
局
・
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
へ
）

教
務
課
よ
り
専
門
科
の
設
置
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
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「
鵜
沢
文
書
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
委
員
長
と
事
務
長
、

総
長
と
面
談

広
島
市
富
樫
直
子
氏
へ
故
武
石
益
則
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ募
金
室
よ
り
ビ
デ
オ
「
募
金
の
お
願
い
」
寄
贈

紀
要
第
3
号
の
執
筆
依
頼
開
始

鵜
沢
家
へ
史
料
に
つ
い
て
、
交
渉
再
開
希
望
の
旨
、
郵
送

鳥
取
市
教
育
委
員
会
博
物
館
準
備
室
へ
校
友
中
田
正
子
氏
に

つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
教
授
大
里
浩
秋
氏
、
留
学
生
史
に

っ
い
て
、
来
室

歴
史
展
会
場
候
補
の
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
見
学

歴
史
展
の
時
期
・
会
場
に
つ
い
て
、
事
業
振
興
部
と
打
ち
合

わ
せ
（
2
9
日
・
6
月
2
・
4
・
1
5
日
も
）

リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
2
3
階
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
の
常
設
展
示

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
総
合
施
設
整
備
推
進
室
に
確
認

文
書
課
よ
り
大
学
院
の
「
鐘
」
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

募
金
室
よ
り
最
初
の
校
友
会
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

部
課
長
会
出
席

広
報
部
よ
り
本
学
所
蔵
史
料
（
N
且
K
依
頼
）
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

就
職
事
務
部
よ
り
就
職
関
係
行
事
写
真
、
移
管

事
務
室
入
り
口
付
近
間
仕
切
り
の
工
事

歴
史
展
の
所
属
、
ホ
ー
ム
・
カ
ミ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
決
定

385910111716

総
務
理
事
よ
り
福
岡
校
友
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

募
金
室
へ
開
学
記
念
碑
関
係
資
料
、
貸
与

人
事
部
よ
り
元
教
員
中
井
精
一
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

事
務
室
内
模
様
替
え
作
業
の
開
始

東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
に
て
高
知
県
関
係
新
聞
調
査

学
生
課
よ
り
肘
折
温
泉
グ
ラ
ン
ド
新
聞
記
事
（
コ
ピ
ー
）
、

提
供

歴
史
展
の
概
要
、
総
務
部
長
へ
報
告

九
州
大
学
教
授
高
瀬
正
仁
氏
、
校
友
坂
本
寛
治
に
つ
い
て
、

来
室

法
制
資
料
セ
ン
タ
ー
よ
り
書
籍
『
民
法
』
等
、
移
管

校
友
会
事
務
局
、
校
友
会
費
の
徴
収
の
経
緯
に
つ
い
て
、
来

室東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
に
て
高
知
県
関
係
新
聞
調
査

ホ
ー
ム
・
カ
ミ
ン
グ
等
、
リ
。
ハ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
イ
ベ

ン
ト
実
行
委
員
会
出
席

高
知
市
内
史
料
調
査
（
～
1
3
日
）

入
試
事
務
室
よ
り
学
長
の
就
任
順
位
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ印
南
博
之
氏
、
父
・
博
吉
遺
品
寄
贈
の
た
め
、
来
室

歴
史
展
の
会
場
・
期
間
確
定

歴
史
展
に
つ
い
て
、
広
報
部
・
管
財
部
と
打
ち
合
わ
せ
等

板
橋
区
鈴
木
三
和
子
氏
よ
り
祖
父
石
川
午
之
助
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ
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本
学
関
係
国
民
栄
誉
賞
受
賞
者
に
つ
い
て
、
調
査

歴
史
展
の
予
算
等
に
つ
い
て
、
庶
務
課
長
と
打
ち
合
わ
せ

広
報
部
よ
り
『
季
刊
　
明
治
』
の
原
稿
執
筆
依
頼

父
母
会
事
務
室
よ
り
山
梨
・
長
野
両
県
校
友
に
つ
い
て
、
問

い
合
わ
せ

募
金
室
、
岸
本
辰
雄
と
パ
リ
関
係
に
つ
い
て
、
来
室

『
季
刊
　
明
治
』
執
筆
に
つ
い
て
、
広
報
部
と
打
ち
合
わ
せ

早
稲
田
大
学
院
生
伊
藤
信
哉
氏
よ
り
元
教
員
米
田
稔
に
つ
い

て
、
問
い
合
わ
せ

校
友
課
よ
り
『
M
E
I
J
I
　
N
O
U
』
掲
載
、
歴
史
展
原

稿
執
筆
依
頼

渡
辺
副
委
員
長
よ
り
福
島
青
年
改
造
連
盟
資
料
（
『
福
島
市

史
』
収
載
、
コ
ピ
ー
）
提
供

鯖
江
市
史
料
館
竹
内
信
夫
氏
よ
り
校
友
松
本
修
三
に
つ
い
て
、

情
報
提
供

広
報
部
へ
岸
本
辰
雄
写
真
、
貸
与

大
学
史
料
委
員
会

校
歌
ハ
ー
モ
ニ
カ
楽
譜
購
入

学
生
高
氏
源
氏
よ
り
空
手
部
の
歴
史
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ庶
務
課
よ
り
静
岡
校
友
会
の
歴
史
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

後
藤
総
一
郎
委
員
よ
り
学
食
史
料
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

『
明
大
ス
ポ
ー
ッ
』
編
集
部
、
明
治
大
学
歴
史
展
に
つ
い
て
、

来
室

367914 112116

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
出
席

歴
史
展
業
務
に
つ
い
て
、
管
財
部
へ
問
い
合
わ
せ

熊
倉
清
氏
よ
り
先
祖
（
元
校
友
）
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

講
談
社
よ
り
経
緯
学
堂
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

青
山
学
院
大
学
教
授
雨
宮
剛
氏
よ
り
戦
時
下
留
学
生
志
願
に

つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

山
泉
進
法
学
部
教
授
、
図
書
閲
覧
に
来
室

広
報
部
よ
り
産
経
新
聞
大
学
特
集
記
事
に
つ
い
て
協
力
依
頼

駿
河
台
大
学
助
教
授
塚
本
美
恵
子
氏
、
専
門
部
生
日
系
米
人

に
つ
い
て
、
来
室

歴
史
展
の
業
者
説
明
会
（
第
1
回
）

広
報
部
よ
り
『
大
学
案
内
』
へ
執
筆
依
頼

校
友
佐
々
木
恒
造
氏
、
校
歌
に
つ
い
て
、
来
室

ユ
ニ
フ
ォ
ト
・
マ
イ
ク
ロ
臨
へ
複
写
依
頼
（
『
戦
後
教
育
資

料
』
）

管
財
部
と
展
示
業
者
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
（
以
降
継

続
）浅

田
毅
衛
委
員
よ
り
植
村
直
己
記
念
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
寄

贈歴
史
展
の
た
め
の
資
料
室
物
品
調
査
（
1
5
、
1
6
、
1
7
日
も
）

歴
史
展
の
た
め
の
事
務
室
物
品
調
査
（
2
1
、
2
4
日
も
）

高
知
市
公
文
ガ
ク
氏
よ
り
卒
業
生
山
本
昌
秀
に
つ
い
て
、
問

い
合
わ
せ

学
生
課
よ
り
文
学
部
卒
業
ア
ル
。
ハ
ム
（
「
九
六
五
年
）
寄
贈
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歴
史
展
の
業
者
説
明
会
（
第
2
回
）

リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
竣
工
記
念
行
事
実
行
委
員
会
出
席

決
裁
手
続
規
定
等
に
関
す
る
説
明
会
出
席

部
課
長
会
出
席

専
修
大
学
大
学
史
資
料
室
小
展
示
見
学

図
書
館
用
品
賦
へ
資
料
の
製
本
依
頼

図
書
館
よ
り
当
室
史
料
目
録
届
く

既
ニ
ッ
ク
ス
よ
り
生
田
校
舎
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

阿
久
悠
展
見
学
（
銀
座
日
動
キ
ュ
オ
リ
）

歴
史
展
々
示
リ
ス
ト
作
成
（
以
降
継
続
）

歴
史
展
史
料
の
借
用
に
つ
い
て
、
図
書
館
と
打
ち
合
わ
せ

管
財
部
と
歴
史
展
準
備
の
打
ち
合
わ
せ

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
全
国
大
会
ア
ン
ケ
ー
ト
郵
送
（
関

西
大
学
へ
）

朝
日
新
聞
社
よ
り
一
九
三
五
～
四
五
年
の
明
治
大
学
留
学
生

数
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
執
筆
者
へ
暑
中
見
舞
状
郵
送

管
財
部
よ
り
明
治
大
学
歴
史
展
の
業
者
見
積
書
受
取
（
1
9
日
、

同
部
へ
回
答
）

教
務
課
よ
り
校
友
望
月
長
夫
（
明
治
2
2
年
卒
）
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

歴
史
展
史
料
借
用
証
書
の
作
成

入
試
事
務
室
よ
り
『
大
学
案
内
』
所
収
「
建
学
の
精
神
」
「
年

表
」
の
執
筆
依
頼

718171920242526

Q
り
　
。
　
∩
∠

学
生
事
務
部
よ
り
体
育
会
関
係
グ
ッ
ズ
寄
贈

募
金
室
へ
「
イ
ン
デ
ィ
ラ
と
タ
カ
オ
」
関
係
文
書
貸
与

広
報
部
よ
り
開
学
記
念
碑
・
和
泉
校
舎
の
写
真
借
用

東
北
大
学
記
念
資
料
室
へ
同
室
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

（
1
9
日
返
事
）

F
M
V
設
置
、
事
務
シ
ス
テ
ム
課
の
説
明

管
財
部
よ
り
富
士
吉
田
運
動
場
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

明
朋
よ
り
「
紫
紺
」
の
由
来
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

講
談
社
よ
り
錦
町
分
校
写
真
の
転
載
依
頼

森
永
製
菓
ヘ
エ
ン
ゼ
ル
マ
ー
ク
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

大
森
喬
氏
へ
父
茂
氏
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
（
2
6
日
、
写

真
等
借
用
）

日
米
商
会
ヘ
イ
ベ
ン
ト
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
用
の
写
真
複
製
依

頼南
甲
賀
町
校
舎
跡
等
、
写
真
撮
影

展
示
史
料
を
資
料
室
よ
り
移
送
（
9
月
2
、
1
0
日
も
）

和
泉
校
舎
・
数
寄
屋
橋
校
舎
跡
の
写
真
撮
影

管
理
職
研
修
出
席

歴
史
展
に
つ
い
て
、
業
者
・
管
財
部
と
打
ち
合
わ
せ

施
設
課
よ
り
旧
記
念
館
起
工
日
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

イ
ベ
ン
ト
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
編
集
・
執
筆
（
以
降
継
続
）

広
報
部
よ
り
機
関
誌
『
明
治
』
の
校
正
依
頼

歴
史
展
の
経
費
に
つ
い
て
、
庶
務
課
と
打
ち
合
わ
せ
（
7
日

も
）
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展
示
史
料
（
事
務
室
の
も
の
）
の
点
検
（
3
・
7
・
9
日

も
）有

馬
輝
武
前
理
事
来
室
、
海
軍
一
四
期
関
係
ビ
デ
オ
持
参
、

鑑
賞

実
践
女
子
大
学
生
嶋
村
佳
永
子
氏
、
大
学
門
札
に
つ
い
て
、

来
室
・
写
真
撮
影

明
中
高
事
務
長
よ
り
『
日
本
経
済
新
聞
』
所
収
の
黄
尊
三
関

係
記
事

提
供
上
越
市
史
編
さ
ん
室
よ
り
刊
行
物
の
交
換
依
頼

広
瀬
良
弘
駒
沢
大
学
教
授
、
大
学
史
の
編
纂
と
研
究
の
現
状

に
つ
い
て
、
来
室

来
室
産
経
新
聞
森
彰
英
氏
よ
り
創
立
者
の
写
真
転
載
の
依
頼

室
会
議
（
来
年
度
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
）

紀
要
執
筆
者
廣
島
雄
三
氏
よ
り
春
日
井
元
総
長
等
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ
（
1
0
日
も
）

歴
史
展
経
費
増
額
の
決
定

演
劇
衣
装
家
三
大
寺
志
穂
美
氏
明
大
生
の
学
帽
に
つ
い
て
、

来
室

歴
史
展
業
者
と
展
示
品
の
打
ち
合
わ
せ

山
泉
進
法
学
部
教
授
明
治
法
律
学
校
生
佐
竹
音
次
郎
に
つ
い

て
、
来
室

紀
要
執
筆
者
廣
島
氏
よ
り
昭
和
3
0
年
の
競
走
部
々
長
等
に
つ

い
て
、
問
い
合
わ
せ

募
金
室
よ
り
最
初
の
校
友
会
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

2219252426282930
m
・
3

5

坂
口
光
男
法
学
部
教
授
元
教
授
志
田
鍔
太
郎
氏
に
つ
い
て
、

来
室
（
1
9
日
も
）

政
経
学
部
事
務
長
よ
り
戦
前
学
生
生
活
の
写
真
寄
贈

歴
史
展
々
示
リ
ス
ト
作
成
（
以
降
継
続
）

立
命
館
大
学
百
年
編
纂
室
秋
房
理
恵
氏
学
部
間
総
合
講
座
の

大
学
史
講
義
に
つ
い
て
、
来
室

体
育
課
よ
り
同
室
史
料
調
査
依
頼

端
末
の
プ
リ
ン
タ
ー
交
替

学
生
事
務
部
長
よ
り
『
校
規
全
書
』
寄
贈

学
生
課
長
よ
り
体
育
会
卒
業
記
念
品
寄
贈

明
中
高
事
務
長
よ
り
『
と
う
き
ょ
う
広
報
』
掲
載
「
橋
づ
く

し
」
提
供

高
瀬
正
仁
九
州
大
学
助
教
授
よ
り
「
岡
潔
年
譜
」
寄
贈

同
氏
へ
学
校
の
名
称
等
に
つ
い
て
、
回
答

福
井
新
聞
社
吉
野
憲
治
氏
来
室
、
矢
代
操
写
真
貸
与

広
報
部
よ
り
歴
史
展
の
概
要
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
（
1
0

月
5
日
も
）

歴
史
展
の
史
料
の
展
示
順
の
検
討

来
年
度
学
部
間
総
合
講
座
の
検
討

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
愛
媛
大
会
出
席
（
～
1
0
月
2
日
、

愛
媛
大
学
・
松
山
東
雲
大
学
）

庶
務
課
よ
り
同
課
旧
蔵
文
書
寄
贈

イ
ベ
ン
ト
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
校
正
（
以
降
継
続
）

図
書
館
用
品
懸
よ
り
製
本
（
『
学
事
記
録
』
等
）
納
品
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お
茶
ノ
水
図
書
館
へ
写
真
借
用
の
手
続
（
1
9
日
借
用
）

広
報
部
よ
り
「
建
学
の
精
神
」
等
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

歴
史
展
テ
ー
マ
・
コ
ー
ナ
ー
解
説
文
作
成
（
8
日
も
）

室
会
議
（
来
年
度
の
備
品
購
入
に
つ
い
て
）

歴
史
展
出
品
の
学
内
史
料
借
用
手
続
（
以
降
継
続
）

イ
ベ
ン
ト
各
P
G
責
任
者
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

大
学
院
事
務
室
よ
り
大
学
院
関
係
史
料
寄
贈
（
2
0
日
も
）

室
会
議
（
歴
史
展
会
場
等
）

。
フ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
　
「
ω
び
二
、
ω
」
来
室
、
初
期
酬
明
治
法
律
学
校
写

真
貸
与

広
報
部
へ
昭
和
4
0
年
代
学
校
周
辺
写
真
貸
与

校
友
茂
木
氏
校
歌
等
に
つ
い
て
、
来
室

人
事
部
よ
り
元
政
経
学
部
教
授
大
井
正
氏
に
つ
い
て
、
問
い

合
わ
せ

広
報
部
へ
「
明
治
大
学
広
報
」
掲
載
「
明
治
大
学
歴
史
展
」

の
原
稿
提
出
（
1
1
月
2
日
掲
載
）

募
金
室
の
萩
原
英
夫
・
山
口
↓
磨
両
調
査
役
よ
り
『
明
大
校

報
』
寄
贈

募
金
室
よ
り
関
東
大
震
災
の
復
興
史
料
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

歴
史
展
の
倉
庫
利
用
に
つ
い
て
、
共
立
管
財
（
株
）
と
打
ち

合
わ
せ

室
会
議
（
展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
等
）

歴
史
展
々
示
品
移
送
の
検
討

2022212624232728

校
友
会
事
務
局
よ
り
岸
本
辰
雄
講
演
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ展
示
業
者
見
積
書
持
参

イ
ベ
ン
ト
本
部
へ
歴
史
展
の
人
員
表
等
、
提
出

室
会
議
（
来
年
度
予
算
に
つ
い
て
、
2
2
日
提
出
）

「
駿
河
台
小
川
町
絵
図
」
購
入

広
報
部
よ
り
昭
和
3
0
・
4
0
年
代
写
真
寄
贈

募
金
室
よ
り
ビ
デ
オ
「
募
金
の
お
願
い
」
寄
贈

歴
史
展
資
料
利
用
願
、
津
山
郷
土
博
物
館
へ
郵
送

校
友
中
川
信
一
氏
岸
本
辰
雄
の
居
住
地
に
つ
い
て
、
来
室

校
友
高
橋
鉱
逸
氏
学
徒
出
陣
に
つ
い
て
、
来
室

歴
史
展
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
作
成
（
1
1
月
9
日
展
示
業
者
へ
渡

す
）広

報
部
へ
書
籍
『
大
学
シ
リ
ー
ズ
　
明
治
大
学
』
貸
与

総
合
施
設
整
備
推
進
室
へ
旧
体
育
館
図
面
貸
与

募
金
室
よ
り
早
稲
田
大
学
「
会
津
八
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

（
O
O
－
閃
O
ζ
）
寄
贈

展
示
業
者
と
打
ち
合
わ
せ
（
歴
史
展
レ
イ
ア
ゥ
ト
）

印
刷
業
者
と
打
ち
合
わ
せ
（
歴
史
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
3
0

日
も
）

松
原
基
子
氏
来
室
、
冠
木
精
喜
元
教
授
の
写
真
寄
贈

広
報
部
よ
り
昭
和
3
0
・
4
0
年
代
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ庶
務
課
へ
創
立
者
写
真
貸
与
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天
童
市
佐
藤
善
三
郎
宅
・
佐
々
木
基
子
宅
に
て
歴
史
展
史
料

借
用

歴
史
展
ポ
ス
タ
ー
業
者
よ
り
納
品

イ
ベ
ン
ト
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
P
G
会
議

大
学
院
事
務
室
よ
り
入
試
関
係
雑
誌
寄
贈

調
査
役
松
井
苗
子
氏
よ
り
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
祝
賀
会
記
念
品

寄
贈

別
府
昭
郎
文
学
部
教
授
学
則
に
つ
い
て
、
来
室

岡
崎
正
二
氏
宮
城
浩
蔵
に
つ
い
て
、
来
室

調
査
役
井
上
幸
雄
氏
よ
り
社
会
学
部
設
置
計
画
資
料
寄
贈

地
方
史
研
究
協
議
会
川
崎
大
会
出
席

広
報
部
へ
『
明
治
大
学
広
報
』
掲
載
「
大
学
史
の
散
歩
道
」

原
稿
提
出
史
料
の
額
装
品
、
納
品
（
清
文
堂
）

歴
史
展
史
料
提
供
者
梅
村
美
和
子
氏
（
環
翠
楼
）
来
室

事
業
課
と
歴
史
展
人
事
の
打
ち
合
わ
せ

著
作
権
セ
ミ
ナ
ー
出
席
（
6
日
も
）

歴
史
展
案
内
状
発
送
（
1
0
日
も
）

イ
ベ
ン
ト
責
任
者
会
議

学
生
課
よ
り
学
生
服
寄
贈

大
学
院
事
務
室
よ
り
『
大
学
事
務
研
究
』
等
寄
贈

国
際
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
き
、
百
年
史
・
紀
要
等
寄
贈

図
書
館
用
品
皿
よ
り
製
本
納
品
（
教
職
員
名
簿
等
）

歴
史
展
の
た
め
の
額
装
（
松
本
額
縁
店
）

歴
史
展
の
史
料
移
送
に
つ
い
て
、
施
設
課
と
打
ち
合
わ
せ

1112131617191821202422

歴
史
展
ポ
ス
タ
ー
掲
示
、
各
部
署
へ
依
頼

学
部
間
共
通
総
合
講
座
の
打
ち
合
わ
せ

歴
史
展
関
係
施
設
利
用
の
手
続

松
原
基
子
宅
訪
問
（
冠
木
元
教
授
の
遺
品
寄
贈
の
う
け
と

り
）歴

史
展
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
・
チ
ラ
シ
作
成

セ
ン
ト
ラ
ル
テ
レ
ビ
よ
り
岸
本
辰
雄
放
映
の
協
力
依
頼

歴
史
展
関
係
印
刷
物
、
学
内
印
刷
所
よ
り
届
く

一
九
九
九
年
予
定
経
費
内
訳
説
明
書
、
庶
務
課
へ
提
出

歴
史
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
、
パ
ネ
ル
等
納

品
　
　
　

室
会
議
（
展
示
等
に
つ
い
て
）

歴
史
展
の
会
場
設
営
、
展
示
品
搬
入

歴
史
展
に
関
し
て
各
部
署
へ
挨
拶
（
1
8
日
も
）

歴
史
展
々
示
品
取
り
付
け

歴
史
展
オ
ー
プ
ン
（
2
4
日
ま
で
）

イ
ベ
ン
ト
関
係
者
全
体
会
議

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
増
刷
分
、
印
刷
業
者
よ
り
届
く

浅
田
毅
衛
委
員
よ
り
記
念
館
写
真
寄
贈

校
友
会
事
務
局
よ
り
校
友
会
館
看
板
寄
贈

伊
藤
綾
女
氏
よ
り
父
省
吾
氏
書
簡
寄
贈

中
久
喜
利
夫
氏
よ
り
『
検
証
・
陸
軍
学
徒
兵
の
資
料
』
寄
贈

各
部
署
へ
歴
史
展
終
了
の
報
告
・
挨
拶
（
2
5
・
2
6
日
も
）

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
出
席
（
歴
史
展
の
説
明
・
案
内
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等
）歴

史
展
の
あ
と
か
た
ず
け
（
以
降
継
続
）

広
報
部
よ
り
開
校
時
創
立
者
の
年
齢
に
つ
い
て

部
課
長
会

吉
田
善
明
学
務
理
事
よ
り
大
学
院
オ
ル
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

笛
讐
9
9
0
°
閃
。
3
「
琶
§
ユ
仏
国
立
高
等
研
究
院
教
授
来
室
、

図
書
閲
覧

下
山
達
夫
氏
よ
り
戦
時
学
徒
援
農
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

広
報
部
よ
り
写
真
パ
ネ
ル
寄
贈
（
カ
ル
チ
ェ
・
ラ
タ
ン
等
）

寺
崎
弘
康
氏
よ
り
奥
山
儀
八
郎
に
つ
い
て
、
情
報
提
供

歴
史
展
の
礼
状
発
送

文
書
課
よ
り
大
学
関
係
図
書
寄
贈

大
学
史
料
委
員
会
の
準
備
（
以
降
継
続
）

募
金
室
よ
り
体
育
会
等
の
グ
ッ
ズ
寄
贈

校
友
田
代
健
一
氏
へ
教
練
写
真
郵
送

体
育
課
よ
り
歴
史
展
々
示
品
ラ
グ
ビ
ー
・
ボ
ー
ル
寄
贈

I
C
U
よ
り
歴
史
展
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

宮
内
庁
書
陵
部
展
示
「
貴
重
史
料
の
世
界
」
見
学

大
学
史
料
委
員
会

体
育
課
倉
庫
収
蔵
品
の
調
査

校
友
家
坂
雅
子
氏
よ
り
入
学
式
宣
誓
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ管
H
財
部
へ
「
［
展
示
ケ
ー
ス
の
設
置
に
つ
い
て
」
（
お
願
晒
い
）
提

9101115141617

出
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
庶
務
課
に
も
連
絡

庶
務
課
よ
り
何
羽
道
の
在
学
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

歴
史
展
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
（
～
1
5
日
）

福
井
新
聞
社
よ
り
「
福
井
新
聞
」
（
一
九
九
八
・
1
1
・
1
4
、

「
県
人
会
創
立
一
〇
〇
年
」
特
集
）
寄
贈

図
書
館
用
品
阻
ヘ
ア
ツ
ペ
ー
ル
著
『
経
済
学
講
義
』
修
理
依

頼
『
法
人
自
己
点
検
・
評
価
報
告
書
』
掲
載
原
稿
、
総
務
部
長

へ
提
出
（
2
4
日
、
再
作
成
）

総
合
施
設
整
備
…
推
進
室
よ
り
復
興
校
舎
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

井
上
伸
造
氏
よ
り
駒
沢
グ
ラ
ン
ド
関
係
資
料
寄
贈

ミ
ニ
展
示
に
つ
い
て
、
理
事
会
提
出
資
料
作
成
、
総
務
部
長

へ
提
出

校
友
山
本
鉋
氏
、
女
子
部
の
歴
史
等
、
情
報
提
供
に
来
室

蔵
前
工
業
会
へ
大
森
茂
（
復
興
校
舎
設
計
者
）
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

歴
史
展
々
示
史
料
の
撮
影

天
童
市
佐
藤
善
三
郎
家
へ
展
示
史
料
の
返
却
と
史
料
調
査

ミ
ニ
歴
史
展
、
理
事
会
承
認

募
金
室
よ
り
グ
ッ
ズ
（
メ
ダ
ル
等
）
寄
贈

広
報
部
よ
り
昭
和
4
0
年
代
電
卓
寄
贈

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
十
年
史
編
集
会
議
出

席
（
於
東
京
大
学
）
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歴
史
展
入
場
者
数
の
と
り
ま
と
め

法
政
大
学
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
記
念
現
代
法
研
究
所
江
戸
恵
子
氏

来
室
、
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
答
問
録
』
寄
贈

募
金
室
よ
り
リ
バ
ー
サ
ル
・
ネ
ガ
（
校
旗
）
寄
贈

図
書
館
よ
り
南
甲
賀
町
校
舎
移
転
祝
賀
の
書
簡
解
読
依
頼

（
2
4
日
報
告
）

募
金
室
よ
り
テ
レ
ホ
ソ
カ
ー
ド
（
六
大
学
野
球
優
勝
記
念

等
）
、
寄
贈

前
理
事
有
馬
輝
武
氏
来
室
、
『
出
陣
学
徒
の
戦
中
と
戦
後
』

寄
贈

管
財
部
来
室
、
校
地
関
係
史
料
に
つ
い
て

報
告
集
掲
載
写
真
の
撮
影

博
物
館
事
務
室
よ
り
『
郷
土
石
見
』
4
9
（
岡
田
庄
作
宣
誓
小

伝
、
コ
ピ
ー
）
提
供

室
打
ち
合
わ
せ
（
報
告
集
等
に
つ
い
て
）

庶
務
課
よ
り
吉
川
久
衛
書
額
、
開
学
記
念
碑
パ
ネ
ル
寄
贈

明
中
高
校
事
務
長
来
室
、
年
史
編
纂
に
つ
い
て

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
十
年
史
原
稿
提
出

渡
辺
副
委
員
長
よ
り
『
文
部
省
年
報
』
に
つ
い
て
、

わ
せ
（
1
1
日
閲
覧
）

松
原
基
子
氏
よ
り
父
・
冠
木
精
喜
書
簡
寄
贈

室
打
ち
合
わ
せ
（
職
場
研
修
等
に
つ
い
て
）

明
中
高
校
よ
り
伊
藤
好
一
先
生
『
追
悼
集
』
寄
贈

問
い
合

121314181619

リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
2
3
階
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
の
展
示
の
会

議
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
テ
レ
ビ
来
室
、
岸
本
辰
雄
関
係
史
料
に
つ
い

て広
報
部
よ
り
岸
本
辰
雄
の
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

古
賀
政
男
音
楽
博
物
館
へ
見
学
・
研
修
願
提
出

フ
ォ
ト
・
ビ
ジ
ョ
ン
納
品

歴
史
展
使
用
史
料
、
資
料
室
へ
搬
入

管
財
部
へ
校
地
関
係
史
料
貸
与

室
打
ち
合
わ
せ
（
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
の
展
示
に
つ
い

て
）

岸
太
み
辰
雄
一
記
念
ホ
ー
ル
調
査

セ
ン
ト
ラ
ル
・
テ
レ
ビ
来
室
、
岸
本
辰
雄
関
係
の
撮
影

院
生
延
原
智
香
氏
来
室
、
明
治
大
正
期
の
学
生
に
つ
い
て

庶
務
課
よ
り
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
展
示
関
係
見
積
依
頼

広
報
部
よ
り
当
室
執
筆
『
大
学
案
内
』
校
正
依
頼

記
念
館
設
計
図
補
修
㈲
キ
ャ
ッ
ト
へ
依
頼

岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
展
示
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
業
者
と
打

ち
合
わ
せ

熊
本
法
律
学
校
に
つ
い
て
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
等

へ
問
い
合
わ
せ

日
米
商
会
へ
学
徒
兵
関
係
写
真
の
複
写
依
頼

庶
務
課
よ
り
校
歌
楽
歌
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

総
合
施
設
整
備
推
進
室
へ
記
念
館
模
型
受
取
日
に
つ
い
て
、
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（
付
）

　
　
問
い
合
わ
せ

　
　
父
母
会
事
務
室
よ
り
卒
業
記
念
品
寄
贈

　
　
植
村
直
己
冒
険
館
へ
転
載
許
可
願
郵
送

　
　
明
中
高
校
々
長
・
教
頭
・
事
務
長
来
室
、
9
0
年
史
編
纂
に
つ

　
　
い
て

　
　
加
藤
委
員
長
よ
り
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
居
住
地
等
に
つ
い
て
、
問

　
　
い
合
わ
せ

　
　
図
書
館
よ
り
書
額
（
「
在
心
館
」
）
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

20

@
東
京
ス
タ
ジ
オ
、
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
展
示
の
工
事
・
備

　
　
品
見
積
書
持
参
。
庶
務
課
へ
報
告

　
　
㈱
ア
ル
バ
ヘ
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
写
真
貸
出

本
稿
の
作
成
に
当
っ
て
は
多
く
の
方
々
に
御
指
導
や
御
協
力
を
い

た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
感
謝
の
意
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
本
稿
の
執
筆
は
第
一
部
鈴
木
秀
幸
、
第
二
部
は
室
員
長

浜
忠
雄
、
島
田
栄
子
、
鈴
木
秀
幸
が
し
た
。
ま
た
編
集
は
全
て
前

記
の
長
浜
、
島
田
、
鈴
木
が
当
っ
た
。
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