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近
代
日
本
研
究
第
三
十
八
巻
（
二
〇
二
一
年
度
）

特
集

学
校
史
の
展
示
と
そ
の
展
開

学
校
史
展
示
に
お
け
る
節
度
と
積
極
性

―
―
福
沢
諭
吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
示
館
開
設
に
お
け
る
模
索
―
―

都

倉

武

之

は
じ
め
に

二
〇
二
一
年
七
月
五
日
、
慶
應
義
塾
図
書
館
旧
館
（
通
称
旧
図
書
館
）
に
「
福
沢
諭
吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
（
1
）

示
館
」（
以
下

「
塾
史
展
示
館
」
と
呼
ぶ
）
が
開
設
さ
れ
た
。
塾
史
展
示
館
は
、
慶
應
義
塾
の
創
立
者
で
あ
る
福
沢
諭
吉
の
生
涯
と
、
慶
應
義
塾

の
一
六
〇
年
以
上
の
歩
み
を
展
示
す
る
こ
と
を
通
し
て
近
代
日
本
、
ひ
い
て
は
現
代
社
会
の
あ
り
方
を
再
考
す
る
場
と
し
て
企
図

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
、
日
本
国
内
の
諸
大
学
で
は
自
校
史
を
展
示
す
る
施
設
を
設
け
る
動
き
が
活
発
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
東
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京
六
大
学
に
お
い
て
も
、
こ
の
十
年
で
立
教
学
院
展
示
館
（
二
〇
一
四
年
）、
早
稲
田
歴
史
館
（
二
〇
一
八
年
）、
Ｈ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｉ

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
二
〇
二
〇
年
）
が
次
々
に
開
館
し
た
。

こ
の
三
館
が
、
ど
の
よ
う
な
点
に
設
置
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。

立
教
学
院
展
示
館
の
場
合
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
冒
頭
に
「
立
教
の
歴
史
と
伝
統
、
教
育
と
研
究
の
取
り
組
み
を
発
信
す

（
2
）

る
場
」
と
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
館
館
長
は
「
こ
の
展
示
館
は
、
歴
史
の
歩
み
を
感
じ
、
過
去
を
想
起
し
つ
つ
、
新
た

な
未
来
を
創
造
す
る
場
」
と
し
、
同
館
の
構
想
委
員
会
の
顧
問
を
務
め
た
寺
崎
昌
男
は
展
示
の
特
徴
と
し
て
「
二
つ
の
キ
イ
ワ
ー

ド
」
を
挙
げ
、「
一
つ
は
『
総
合
性
』」
と
し
て
「
大
学
院
、
大
学
、
二
校
の
中
学
校
・
高
等
学
校
そ
し
て
小
学
校
、
さ
ら
に
は
校

友
や
保
護
者
、
そ
し
て
地
域
の
人
々
を
含
め
た
『
オ
ー
ル
立
教
』
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
記
し
、「
第
二
に
『
自

校
教
育
』」
と
し
て
（
3
）

い
る
。

早
稲
田
歴
史
館
は
、
名
誉
館
長
の
名
義
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

本
学
の
来
歴
に
係
る
資
料
の
陳
列
は
も
と
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
し
て
発
展
し
続
け
る
姿
を
可
視
化

し
、
来
館
さ
れ
た
方
々
が
自
身
の
関
心
に
応
じ
て
、
常
に
新
た
な
発
見
が
で
き
る
よ
う
更
新
し
て
い
く
こ
と
で
、
建
学
以
来

の
個
性
と
存
在
意
義
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
本
学
の
過
去
と
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
直
に
体
感
し
な

が
ら
、
時
代
や
世
代
を
超
え
て
「
早
稲
田
ら
し
さ
」
や
早
稲
田
の
誇
り
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
（
4
）

ま
す
。

Ｈ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｉ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
場
合
も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
館
長
の
名
義
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
本
学
学
生
・
生
徒
の
皆
さ
ん
が
法
政
大
学
の
豊
か
な
歴
史
と
個
性
を
学
び
、
ま
た
卒
業
生
の
皆
さ

ん
が
学
生
時
代
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
と
も
に
未
来
を
展
望
す
る
た
め
の
場
で
す
。
そ
し
て
本
学
関
係
者
以
外
の
皆
様
に

も
、
法
政
大
学
の
姿
を
通
じ
て
、
大
学
が
社
会
に
存
す
る
意
味
と
価
値
を
と
も
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り

（
5
）

ま
す
。

右
三
館
、
特
に
早
稲
田
と
法
政
の
開
設
趣
旨
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
重
ね
ら
れ
た
個
性
的
な
歴
史
と
伝
統
を
確
認
す
る

場
で
あ
る
こ
と
、
在
学
生
お
よ
び
卒
業
生
だ
け
で
な
く
一
般
に
広
く
そ
れ
を
示
し
て
い
く
こ
と
、
多
様
な
教
育
・
研
究
事
情
を
発

信
す
る
こ
と
、
そ
し
て
未
来
を
展
望
す
る
こ
と
な
ど
を
謳
う
点
で
あ
ろ
う
。
立
教
学
院
展
示
館
の
英
語
名
称
がThe

H
eritage

and
Future

of
R
ikkyo

、
早
稲
田
歴
史
館
はW

aseda
U
niversity

H
istory

for
Tom
orrow

M
useum

と
い
う
よ
う
に
、
二
館
に

は
そ
れ
ぞ
れFuture

とTom
orrow

の
文
字
が
入
れ
ら
れ
、
単
に
過
去
を
回
顧
す
る
わ
け
で
は
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
象
徴
的
で
あ
る
。

教
育
機
関
内
の
事
務
部
門
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
学
校
史
の
分
野
は
、
真
理
探
究
と
い
う
学
術
研
究
の
側
面
と
、
学
生

獲
得
の
た
め
の
広
報
宣
伝
の
側
面
の
間
で
常
に
葛
藤
を
続
け
て
い
く
こ
と
を
宿
命
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
大
学
全
入
時
代

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
現
在
、
学
生
獲
得
と
い
う
直
接
的
な
意
味
に
加
え
、
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
と
い
っ

た
、
よ
り
長
期
的
か
つ
広
汎
な
視
野
で
の
広
報
的
側
面
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
も
感
じ
ら
（
6
）

れ
る
。

こ
の
状
況
は
、
学
問
分
野
と
し
て
の
大
学
史
・
教
育
史
の
学
問
的
深
化
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
負
の
側
面
が
多
い
よ
う
に

考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
状
況
を
、
展
示
と
い
う
行
為
の
社
会
的
意
義
と
い
う
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
捉

え
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
理
念
を
有
す
る
私
立
の
教
育
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
理
念
を
世
に
広
く
問
う
機
会
は
、
基
本
的
に
歓

学校史展示における節度と積極性
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迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
本
来
の
理
念
の
実
現
に
近
づ
く
行
為
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
そ
れ
は
独

善
に
陥
る
可
能
性
も
大
き
く
、
そ
の
内
容
は
、
常
に
抑
制
的
な
視
座
か
ら
の
点
検
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
塾

史
展
示
館
は
そ
の
点
を
意
識
し
て
開
設
準
備
を
進
め
た
。

本
稿
は
塾
史
展
示
館
の
開
設
を
契
機
と
し
て
、
展
示
を
、
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に
行
い
、
何
を
展
示
し
て
い
く
か
、
と
い

う
検
討
の
過
程
で
留
意
し
た
点
を
概
観
し
、
学
校
史
展
示
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

一

塾
史
展
示
館
開
館
前
史

ま
ず
、
慶
應
義
塾
史
の
展
示
施
設
を
設
置
す
る
議
論
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
こ
と

は
、
慶
應
義
塾
に
お
い
て
自
校
史
の
展
示
が
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
優
先
順
位
に
置
か
れ
て
い
た
か
を
明
ら

か
に
し
て
く
れ
る
か
ら
で
（
7
）

あ
る
。

慶
應
義
塾
に
お
い
て
福
沢
諭
吉
の
生
涯
や
慶
應
義
塾
の
歴
史
を
展
示
す
る
施
設
の
構
想
が
具
体
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
は
過
去

に
複
数
回
あ
っ
た
。
左
に
そ
れ
を
列
挙
し
、
そ
の
背
景
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

①
小
泉
信
三
塾
長
時
代
の
一
九
三
七
年
頃
。
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
狭
隘
化
の
問
題
を
解
消
す
る

た
め
、
本
部
機
能
と
大
学
本
科
（
学
部
）
等
の
高
等
教
育
機
能
の
み
を
三
田
に
残
し
て
文
系
学
術
研
究
の
拠
点
と
し
、
他
の

大
部
分
の
教
育
機
能
を
日
吉
に
移
転
し
教
育
の
拠
点
と
す
る
、
組
織
の
全
面
的
な
再
配
置
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
き
、
三
田

に
福
沢
の
記
念
館
機
能
を
含
む
「
文
化
博
物
館
」
の
構
想
が
進
め
ら
れ
て
（
8
）

い
た
。
こ
の
時
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
機
能
の
全
面
的

な
再
検
討
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
九
三
四
年
の
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
開
設
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
に
よ
り
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考
古
学
分
野
で
当
時
画
期
的
な
発
見
が
相
次
い
で
い
た
た
め
、
そ
の
文
化
財
展
示
も
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
日
中
戦
争
の
勃

発
や
国
家
総
動
員
体
制
の
強
化
に
よ
り
、
福
沢
の
思
想
を
功
利
主
義
、
個
人
主
義
な
ど
と
し
て
批
判
す
る
風
潮
が
強
ま
り
つ

つ
あ
り
、
福
沢
の
思
想
を
対
外
的
に
積
極
的
に
発
信
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
計
画
の
背
景
と
し
て
あ
げ
ら

（
9
）

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
戦
時
体
制
に
よ
る
物
資
統
制
の
強
化
に
よ
り
、
研
究
機
能
強
化
の
た
め
の
研
究
室
建
設
計
画
と

共
に
幻
に
終
（
10
）

わ
る
。

②
潮
田
江
次
塾
長
時
代
の
一
九
五
〇
年
頃
。
戦
災
か
ら
の
復
興
の
一
環
で
福
沢
記
念
館
構
想
が
浮
上
（
11
）

す
る
。
戦
後
、
福
沢
思
想

が
再
評
価
さ
れ
、
慶
應
義
塾
自
身
に
お
い
て
も
理
念
の
確
認
と
再
興
が
意
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
研
究
室
不
足

の
主
張
が
勝
ち
、
第
二
研
究
室
（
ノ
グ
チ
・
ル
ー
ム
を
含
む
新
万
来
舎
）
の
建
設
に
変
更
さ
れ
た
。

③
奥
井
復
太
郎
塾
長
時
代
、
一
九
五
八
年
の
義
塾
創
立
一
〇
〇
年
に
伴
う
福
沢
諭
吉
展
の
準
備
に
お
い
て
、
現
存
す
る
資
料
の

価
値
に
心
を
動
か
さ
れ
た
三
越
社
長
岩
瀬
英
一
郎
が
出
資
を
申
し
出
た
こ
と
に
よ
る
創
立
一
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
の
福
沢
記
念
館
（
12
）

計
画
。
し
か
し
一
九
六
三
年
、
岩
瀬
の
急
逝
に
よ
り
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。
当
時
の
慶
應
義
塾
は
校
舎
の

建
設
に
よ
る
戦
災
復
興
が
最
優
先
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
の
創
立
一
〇
〇
年
を
機
会
と
し
た
建
設
事
業
資
金
募
集
で
果
た
し
た

が
、
財
政
状
況
は
依
然
厳
し
く
、
岩
瀬
を
失
っ
た
後
は
記
念
館
計
画
の
実
現
を
独
自
に
継
続
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
考

え
ら
（
13
）

れ
る
。

④
石
川
忠
雄
塾
長
時
代
、
一
九
八
三
年
の
創
立
一
二
五
年
記
念
事
業
と
し
て
の
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
発
足
。

そ
の
設
立
趣
意
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
（
14
）

い
る
。

問
題
は
、
義
塾
の
文
化
財
と
も
い
う
べ
き
そ
れ
ら
〔
福
沢
・
塾
史
関
係
資
料
〕
の
貴
重
な
資
料
が
、
そ
の
保
管
に
遺
漏
な

学校史展示における節度と積極性
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き
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
福
沢
研
究
の
上
で
の
便
宜
供
与
の
体
制
が
整
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に

塾
内
外
へ
の
所
蔵
資
料
の
公
開
展
示
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
な
る
と
多
く
の
疑
問
が
残
る
。
率
直
に

い
っ
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
義
塾
の
対
応
は
、
他
大
学
に
較
べ
て
も
い
さ
さ
か
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
創
立
百
二
十
五
年
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
意
図
し
た
の
も
、
そ
れ
ら
の
不
備

を
補
う
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
を
機
会
と
し
て
福
沢
研
究
の
拠
点
と
し
て
多
面
的
な
活
動
が
開
始
さ
れ
た
が
、
一
方
で
右
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

施
設
や
体
制
整
備
は
そ
の
後
十
分
な
さ
れ
な
か
（
15
）

っ
た
。
そ
れ
は
狭
隘
な
キ
ャ
ン
パ
ス
や
既
存
施
設
の
中
で
、
福
沢
・
塾
史
を

積
極
的
に
発
信
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
機
運
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑤
鳥
居
泰
彦
塾
長
時
代
の
一
九
九
七
年
、
高
橋
潤
二
郎
常
任
理
事
を
中
心
に
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
が
浮
上
し
た
。

そ
の
際
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
、
文
学
部
民
族
学
考
古
学
専
攻
、
幼
稚
舎
が
、
資
料
所
蔵
状
況
を
報

告
し
、
実
物
展
示
の
た
め
の
施
設
を
要
望
し
た
が
、
結
局
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
も
ど
も
実
現
し
な
か
（
16
）

っ
た
。
当
時

の
義
塾
当
局
に
お
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
使
っ
て
発
信
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
物
理
的
な
文
化

資
源
の
発
信
（
展
示
）
に
は
関
心
が
無
か
っ
た
こ
と
を
こ
の
経
緯
が
示
し
て
い
る
。

⑥
安
西
祐
一
郎
塾
長
時
代
、
創
立
一
五
〇
年
記
念
建
設
事
業
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
機
能
を
校
舎
に
収
容
す
る
等
の
議
論

が
浮
上
し
た
際
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
が
、
図
書
館
旧
館
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
、
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
と
福
沢
研
究
セ
ン

タ
ー
を
建
物
内
に
収
容
す
る
構
想
案
を
ま
と
め
た
が
、
二
〇
〇
九
年
塾
長
交
代
で
具
体
化
（
17
）

せ
ず
。
ま
た
、
一
五
〇
年
事
業
で

建
て
替
え
ら
れ
た
新
南
校
舎
（
二
〇
一
一
年
竣
工
）
に
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
案
も
検
討
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
寄
付
も
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あ
っ
た
が
、
教
室
不
足
へ
の
対
応
が
優
先
さ
れ
、
寄
付
の
用
途
は
、
卒
業
生
の
た
め
の
サ
ロ
ン
「
社
中
交
歓
万
来
舎
」
の
設

置
に
変
更
さ
（
18
）

れ
た
。
こ
の
時
も
、
校
舎
の
更
新
の
必
要
性
が
先
に
あ
り
、
展
示
は
可
能
性
が
検
討
さ
れ
た
に
留
ま
る
。

以
上
の
経
緯
に
お
い
て
、
慶
應
義
塾
当
局
が
、
積
極
的
に
実
物
資
料
の
展
示
機
能
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
の
は
、
①
②
だ
け

で
あ
り
、
他
は
基
本
的
に
塾
史
に
携
わ
っ
て
い
る
者
や
外
部
か
ら
そ
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
、
俎
上
に
上
が
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
②
〜
④
・
⑥
は
、
い
ず
れ
も
他
の
施
設
設
置
が
優
先
さ
れ
、
展
示
施
設
が
優
先
課
題
と
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
展
示
施
設
の
開
設
実
現
に
近
か
っ
た
の
は
①
の
一
九
三
七
年
の
計
画
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。で

は
な
ぜ
、
一
九
三
七
年
に
最
も
実
現
に
近
づ
き
、
そ
れ
以
降
は
最
優
先
課
題
と
な
り
得
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
時

局
が
、
福
沢
の
思
想
や
慶
應
義
塾
史
の
学
内
外
で
の
積
極
的
な
共
有
を
必
要
と
し
た
時
期
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
②
〜
⑥

は
、
慶
應
義
塾
が
私
立
大
学
と
し
て
の
一
定
の
位
置
を
す
で
に
持
ち
、
理
念
の
発
信
へ
の
投
資
の
優
先
度
が
低
い
と
考
え
ら
れ
た

時
代
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
学
内
が
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
必
要
性
の
切
迫
度
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
一
方
で
、
③
の
寄
付
が
実
現
し
て
い
れ
ば
財
源
の
確
保
に
よ
り
実
現
可
能
性
は
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
清
家
篤
塾
長
時
代
の
二
〇
一
五
年
に
方
針
が
浮
上
し
、
長
谷
山
彰
塾
長
に
引
き
継
が
れ
、
二
〇
二
一
年
に
実
現
し
た
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
他
大
学
の
美
術
館
・
博
物
館
設
置
の
機
運
へ
の
慶
應
の
出
遅
れ
が
明
瞭
化
し
、
そ
の
危
機
感
を
共
有
す
る
文

化
資
源
を
所
蔵
す
る
学
内
の
諸
部
門
の
連
携
が
深
ま
り
、
共
同
歩
調
を
取
っ
て
学
校
当
局
へ
の
要
望
の
動
き
が
進
ん
だ
こ
と
に
あ

る
（
博
物
館
法
の
改
正
に
伴
う
博
物
館
実
習
へ
の
対
応
の
必
要
も
そ
れ
を
手
伝
っ
た
）。
さ
ら
に
、
図
書
館
旧
館
の
建
物
の
免
震

化
を
含
む
大
規
模
修
繕
工
事
実
施
に
よ
り
、
建
物
の
用
途
を
本
格
的
に
議
論
で
き
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
、
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
文
化
財
団
所
蔵
品
一
括
寄
贈
お
よ
び
展
示
施
設
の
た
め
の
資
金
寄
付
の
話
が
浮
上
し
、
文
化
資
源
を
持
つ
学
内
の
諸
部
門
が
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連
携
し
て
対
応
を
検
討
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
も
重
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
結
果
的
に
慶
應
義
塾
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
コ
モ
ン
ズ
と

対
を
な
す
形
で
塾
史
展
示
館
の
設
置
が
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
（
19
）

あ
る
。

そ
も
そ
も
福
沢
は
一
八
六
二
年
の
遣
欧
使
節
団
に
参
加
し
た
際
、
博
物
館
、
美
術
館
、
動
物
園
な
ど
社
会
教
育
の
文
化
施
設
に

高
い
関
心
を
示
し
て
『
西
洋
事
情
』
に
紹
介
し
て
お
り
、
一
八
七
三
年
に
は
早
く
も
慶
應
義
塾
内
に
「
ミ
ュ
ゼ
イ
ム
」
の
設
置
を

画
策
し
て
い
る
が
、
適
任
者
を
得
ら
れ
ず
に
断
念
し
て
（
20
）

い
る
。
実
物
を
示
す
教
育
は
、
福
沢
の
実
証
的
な
学
問
と
し
て
の
「
実

学
」
の
理
念
と
も
合
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
実
証
性
や
合
理
性
を
重
視
す
る
福
沢
の
思
想
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
、
福
沢
や
慶
應
義
塾
史
の
展
示
と
い
う
行
為
を
忌

避
す
る
傾
向
を
生
む
必
然
性
を
内
包
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
展
示
は
多
か
れ
少
な
か
れ
展
示
対
象
の
「
顕
彰
」
や
「
権
威
」
化
の

色
を
帯
び
が
ち
で
あ
り
、
真
理
探
究
の
た
め
に
そ
の
対
象
と
の
距
離
を
適
切
に
保
と
う
と
す
る
学
問
的
姿
勢
と
相
反
す
る
可
能
性

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
慶
應
義
塾
内
に
少
な
か
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
、
福
沢
や
塾
史
か
ら
距
離
を
取
る
意
識
が

（
お
そ
ら
く
一
般
的
な
自
校
史
へ
の
無
関
心
以
上
に
）
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
学
問
に
携
わ
る
姿
勢
と
し
て

誤
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

自
校
史
の
展
示
は
、
自
校
が
近
現
代
史
上
に
何
ら
か
の
価
値
を
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
展
示
対
象

へ
の
肯
定
的
な
評
価
が
あ
る
程
度
内
包
さ
れ
て
い
る
点
に
難
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
評
価
は
、
全
面
的
な
肯
定
を
必
須
と
す

る
わ
け
で
は
（
21
）

な
い
。
無
価
値
な
教
育
機
関
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
一
定
の
価
値
を
有
す
る
歴
史
を
公
開
し
な
い
こ
と
は
、
そ
の
歴
史

を
語
り
う
る
資
料
を
管
理
し
て
い
る
機
関
と
し
て
無
責
任
な
行
為
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
原
点
と
な
っ
て
い
る
筆
者
の
体
験
が
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
に
開
催
し
た
「
生
誕
一
二
〇
年
記
念

小
泉
信
三
展
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
着
任
以
前
か
ら
携
わ
り
、
実
行
委
員
を
務
め
た
。
わ
ず
か
二
週
間
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の
会
期
で
一
万
二
〇
〇
〇
人
の
来
場
者
を
集
め
、
新
聞
各
紙
に
よ
る
報
道
や
行
幸
啓
も
あ
（
22
）

っ
た
こ
の
展
示
で
は
、
小
泉
信
三
の
戦

争
や
皇
室
と
の
関
わ
り
な
ど
評
価
の
分
か
れ
る
側
面
に
つ
い
て
も
、
資
料
を
丁
寧
に
提
示
し
な
が
ら
正
面
か
ら
実
証
的
に
展
示
す

る
こ
と
を
強
く
意
識
（
23
）

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
新
た
な
試
み
と
し
て
好
意
的
な
評
価
を
多
く
得
た
一
方
で
、
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
も

複
数
寄
せ
ら
れ
、
創
立
一
五
〇
年
記
念
事
業
へ
の
対
応
で
多
忙
な
中
で
開
催
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
声
も
あ
（
24
）

っ
た
。
こ

れ
は
、
戦
争
中
の
塾
長
で
あ
っ
た
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
、
皇
室
と
の
関
わ
り
な
ど
、
万
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
性
格
を

多
数
持
つ
小
泉
が
、
そ
の
没
後
に
お
い
て
は
特
に
語
り
に
く
い
、
も
し
く
は
忌
避
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
状
況
下
で
、
一
面

に
お
い
て
は
肯
定
的
な
評
価
も
示
し
た
展
示
に
対
す
る
拒
絶
反
応
と
考
え
ら
（
25
）

れ
た
。
こ
の
経
験
は
、
展
示
す
る
対
象
と
の
距
離
の

取
り
方
に
対
し
て
、
な
お
一
層
慎
重
な
姿
勢
を
筆
者
に
も
た
ら
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

二

何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に

次
に
展
示
を
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に
行
う
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
は
、
教
育
目
的
で
あ
る
。
敢
え
て
換
言
す
れ
ば
、「
啓
蒙
的
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
そ
の
対
象
の
筆
頭

は
、
現
に
慶
應
義
塾
で
学
ぶ
在
学
生
（
小
学
生
〜
大
学
院
生
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
教
職
員
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

近
現
代
史
上
の
自
校
の
位
置
を
示
す
資
料
の
公
開
を
通
じ
て
、
自
ら
が
在
籍
す
る
学
校
の
理
念
や
存
在
意
義
を
考
え
、
ひ
い
て

は
自
ら
の
立
ち
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
は
在
学
生
の
学
習
意
欲
に
も
繫
が
る
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
か
つ
て
は
教
職
員
の
多
く
は
慶
應
義
塾
出
身
で
あ
り
、
積
極
的
に
語
ら
ず
と
も
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
学
校
の

特
徴
や
理
念
は
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
く
、
学
校
の
規
模
も
各
段
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に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
を
身
内
が
知
る
機
会
も
特
に
積
極
的
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
改
め
て
想
起
さ
れ
て
よ
い
。

ま
た
右
目
的
は
、
単
に
学
内
の
教
育
目
的
に
留
ま
ら
ず
、
表
現
の
仕
方
に
留
意
す
れ
ば
広
く
一
般
に
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
な

は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
書
い
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
理
念
を
有
す
る
私
立
の
教
育
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
理
念
を
世
に
広

く
問
う
機
会
は
、
基
本
的
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
来
の
理
念
の
実
現
に
近
づ
く
行
為
で
も
あ
る
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
、
外
国
人
を
含
む
来
賓
や
来
校
し
た
研
究
者
、
観
光
客
な
ど
も
念
頭
に
置
い
た
（
解
説
は
原
則
と
し
て

日
英
併
記
と
し
た
）。

第
二
に
は
、
研
究
成
果
の
発
表
目
的
で
あ
り
、
研
究
者
や
研
究
者
を
志
す
学
生
を
対
象
と
す
る
。
最
新
の
研
究
成
果
を
反
映
し

て
公
開
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
研
究
水
準
を
示
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
学
内
外
に
促
す
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
評
価
の

問
題
は
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
単
な
る
自
己
肯
定
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
展
示
対
象
と
適
切
な
距
離
を
定
め
な
が
ら
、
学
問
的
に
扱

う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
は
、
広
報
宣
伝
目
的
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
目
的
は
、
結
果
的
に
広
報
宣
伝
の
役
割
を
担
う
し
、
右
二
つ
の
目
的
を
分

か
り
易
く
示
す
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
受
験
生
や
そ
の
保
護
者
、
一
般
の
方
向
け
に
私
立
と
し
て
の
特
徴
や
理
念

を
魅
力
的
に
発
信
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
特
に
第
一
の
目
的
に
当
然
内
包
さ
れ
、
そ
の
範
囲
は
国
外
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、「
何
の
た
め
に
」
を
検
討
す
る
と
、
結
論
は
「
誰
に
で
も
」
を
目
指
す
こ
と
に
（
26
）

な
る
。

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
本
展
示
館
で
は
、（
1
）
言
葉
遣
い
、（
2
）
学
内
の
最
新
の
個
別
事
情
の
扱
い
、（
3
）
多
様
な

要
素
へ
の
出
入
口
を
作
る
こ
と
、
な
ど
に
留
意
し
た
。
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（
1
）
言
葉
遣
い

慶
應
義
塾
に
は
、
伝
統
的
に
特
殊
な
用
語
法
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
多
用
す
る
と
、
途
端
に
学
外
者
に
は
（
時
に
は
学
内
の
者

に
も
）
共
有
し
が
た
い
排
他
的
な
言
語
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
記
述
対
象
と
の
距
離
に
つ
い
て
学
問
的
に
は
疑
義
を
生
じ
さ
せ

る
可
能
性
が
あ
る
。
今
回
使
用
に
特
に
注
意
し
た
言
葉
は
「
先
生
」「
塾
」「
社
中
」
な
ど
で
あ
る
。

慶
應
義
塾
で
は
、
元
来
福
沢
の
み
を
「
先
生
」
と
呼
称
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
大
正
頃
ま
で
は
、「
福
沢
」
さ
え
冠

せ
ず
に
単
に
「
先
生
」
と
い
え
ば
福
沢
を
指
し
た
）、
小
泉
信
三
も
そ
れ
に
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
（
27
）

う
に
、
そ
れ
は
学
問
的
な
態

度
に
は
映
ら
ず
、
む
し
ろ
非
学
問
的
態
度
に
映
じ
る
で
あ
（
28
）

ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
福
沢
を
神
聖
視
す
る
奇
異
な
文
化
と
捉
え
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
習
わ
し
は
「
先
生
」
は
別
と
し
て
、
他
は
対
等
な
「
社
中
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
年
齢
や
社
会
的
立
場
で
上

下
の
区
別
を
し
な
い
、
と
い
う
思
想
と
セ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
教
員
で
あ
ろ
う
と
、
入
学
し
た
て
の
学
生
や
生
徒
で
あ

ろ
う
と
、
一
人
の
人
間
と
し
て
対
等
に
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
半
学
半
教
」「
人
間
交
際
」
な
ど
別
の

慶
應
義
塾
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
結
び
付
く
、
実
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
慶
應
義
塾
の
学
内
者
に
さ
え
も
そ
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
は
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
社
会
的
な
立
場
や
肩
書
に
萎
縮
せ
ず
、
同
じ
学
ぶ
者
同
士
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
重
視
し
て
民

間
私
立
で
活
動
す
る
同
志
と
し
て
の
意
識
を
育
ん
だ
慣
習
の
存
在
は
今
日
的
に
も
意
義
を
有
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
福
沢

の
み
を
「
先
生
」
と
呼
ぶ
習
わ
し
が
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
他
の
関
係
者
を
す
べ
て
「
君
」
や
「
さ
ん
」
付
け
で
呼
ぶ
こ
と
を
、
む

し
ろ
展
示
の
中
で
あ
え
て
紹
介
し
た
（
も
ち
ろ
ん
、
展
示
対
象
と
し
て
の
福
沢
に
は
「
先
生
」
を
用
い
な
い
）。

「
塾
」
は
慶
應
義
塾
関
係
者
が
慶
應
義
塾
を
指
し
て
言
う
言
葉
で
あ
（
29
）

る
が
、
こ
れ
は
内
輪
感
の
強
く
出
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。「
慶
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應
」
や
「
義
塾
」
は
「
慶
應
義
塾
」
の
短
縮
形
と
し
て
一
般
に
通
用
す
る
。
し
か
し
、「
慶
應
」
と
い
う
短
縮
形
は
、
む
し
ろ
慶

應
関
係
者
に
こ
れ
を
嫌
う
者
が
い
る
。

慶
應
義
塾
の
現
在
の
在
学
生
を
一
体
に
見
る
言
葉
と
し
て
、「
塾
生
」
は
重
要
か
つ
便
利
な
語
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
明
治
維

新
前
の
福
沢
の
塾
に
学
ぶ
者
は
「
塾
生
」
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
そ
こ
か
ら
の
連
続
性
を
示
す
上
で
も
意
義
が
あ
る
。
ま
た
現

在
慶
應
義
塾
に
在
学
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
小
学
生
か
ら
通
信
教
育
課
程
の
学
生
や
大
学
院
生
ま
で
、
極
め
て
自
然
に
用
い

ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
現
代
ま
で
用
い
た
（「
学
生
」
な
ど
も
併
用
し
て
い
る
）。
主
と
し
て
卒
業
生
を

指
す
「
塾
員
」
は
極
力
用
い
な
い
こ
と
と
し
た
。

「
社
中
」
と
い
う
語
も
ま
た
、
慶
應
義
塾
に
特
有
の
言
葉
で
、
内
輪
感
を
醸
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
」
と
説
き
、
一
身
か
ら
一
国
へ
と
同
心
円
的
に
広
が
る
福
沢
の
思
想
の
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
単

に
学
内
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
人
と
人
と
の
関
係
が
な
す
と
こ
ろ
の
人
間
交
際＝

社
会
（society

）
を
展
示
の
中
で

正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
以
上
、
そ
の
言
葉
の
意
義
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
最
良
の
答
え
を
導
け
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
よ
り
は
、
常
に
表
現
に
は
細
部
ま
で
注
意
を
払
う
と
い
う
意
識
を
継
続
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

（
2
）
学
内
の
最
新
の
個
別
事
情
の
扱
い

こ
れ
は
、
特
に
現
在
の
慶
應
義
塾
の
一
貫
教
育
校
や
各
学
部
の
教
育
内
容
、
最
新
の
研
究
成
果
な
ど
の
個
別
の
情
報
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
盛
り
込
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
来
そ
れ
ら
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
学
内
の
来
場
者
に
展
示
へ
の
感
情
移
入
や

親
し
み
、
関
心
を
も
た
ら
す
有
意
義
な
仕
掛
け
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
受
験
生
を
意
識
し
た
時
に
も
設
置
が
望
ま
れ
る
内
容
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
者
に
は
、
疎
外
感
を
抱
か
せ
や
す
い
上
に
、
総
花
的
で
浅
い
展
示
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
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数
年
に
し
て
陳
腐
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

本
展
示
館
で
は
、
近
現
代
史
上
の
慶
應
義
塾
の
位
置
を
展
示
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
現
代
の
個
別
事
情
の
紹
介
は
か
え
っ
て

原
点
の
精
神
や
本
来
こ
の
学
校
が
求
め
て
い
た
も
の
の
姿
を
、
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
、
言
及
は
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
た

だ
し
、
福
沢
時
代
の
み
で
な
く
、
福
沢
没
後
の
歴
史
的
な
歩
み
も
重
視
す
る
意
図
で
、
名
称
に
も
「
福
沢
諭
吉
」
だ
け
で
な
く

「
慶
應
義
塾
史
」
と
い
う
語
を
入
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
大
学
事
情
や
各
学
校
の
事
情
を
知
り
た
い
と
い
う
要
望
に
は
応

え
ら
れ
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
展
示
に
加
え
た
と
し
て
も
大
学
だ
け
で
一
〇
学
部
を
擁
す
る
学
校
の
規
模
か
ら
考
え

て
中
途
半
端
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
入
学
案
内
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
逐
次
更
新
さ
れ
る
最
新
情
報
の
発
信

に
委
ね
、
展
示
館
の
目
的
か
ら
は
除
外
し
た
。

（
3
）
多
様
な
要
素
へ
の
出
入
口
を
作
る
こ
と

教
育
機
関
は
社
会
的
な
存
在
で
あ
り
、
多
方
面
と
の
繫
が
り
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
学
校
か

ら
学
外
へ
多
様
に
社
会
的
な
展
開
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
、
様
々
な
入
口
か
ら
慶
應
義
塾
史
に
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
次
の
二
つ
の
展
示
で
あ
る
。

一
つ
は
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
「
社
中W

H
O
’s
W
H
O

」
で
あ
る
（
図
1
）。
慶
應
義
塾
は
飽
く
ま
で
も
人
間
の
社
会
活

動
の
基
盤
と
な
る
学
問
を
授
け
る
に
留
ま
り
、
そ
の
後
の
社
会
に
お
け
る
応
用
は
個
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学

校
側
が
提
供
し
た
特
定
の
学
問
分
野
で
は
な
く
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
で
活
躍
す
る
多
彩
な
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
発
想
は
、
塾
長
等
の
役
職
者
や
著
名
人
な
ど
特
定
の
数
名
で
は
な
く
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
物
を
並
列
的
に
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紹
介
す
る
と
い
う
仕
掛
け
の
構

想
へ
と
繫
が
っ
た
。
福
沢
も
そ

の
中
の
一
人
と
し
て
扱
い
、
こ

の
仕
掛
け
自
体
が
「
社
中
」
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
可
視
化
す

る
も
の
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、「
福
沢
諭

吉
・
慶
應
義
塾
が
深
く
関
わ
っ

た
日
本
各
地
の
学
校
」
の
展
示

で
あ
る
（
図
2
）。
慶
應
義
塾

に
よ
る
他
の
多
く
の
学
校
の
創

立
・
運
営
の
支
援
を
示
し
た
も

の
だ
。
こ
れ
は
一
面
で
は
、
傲

慢
に
映
る
可
能
性
も
あ
ろ
う

が
、
学
問
探
究
や
教
育
理
念
の

共
有
、
確
認
等
の
意
味
で
、
有

益
な
こ
と
と
考
え
る
。
一
八
八

七
年
以
前
を
目
安
と
し
て
約
三

図 1 社中WHO’s WHO
タッチパネル式の大型ディスプレイにランダムに人物が登場する。
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神戸商業講習所

Kobe Commercial Training School
Now Kobe Commercial High School, established 1878

兵庫県神戸市 / 明治11年開設
現 兵庫県立神戸商業高等学校

兵庫県が設立した商業の専門教育機関。創設を
企図した県令森岡昌純と福澤の間に8か条の約
束書が取り交わされ、教員の人選を福澤が請け
負った。

長岡英学校

Nagaoka School of English Studies
Now Niigata Prefectural Nagaoka Senior High School, established 1872

新潟県長岡市 / 明治5年開設
現 新潟県立長岡高等学校

福澤と懇意であった三島億二郎により、慶應義
塾にならった課程を設けた英学校。福澤門下の
藤野善蔵が教授一切をとりしきる英学教師とし
て招かれた。

東奥義塾

Tōō Gijuku 
Now Toogijuku High School, established 1872

青森県弘前市 / 明治5年開設
現 私立東奥義塾高等学校

弘前藩校を源流とする私学校。創立者の
一人で福澤門下の菊池九郎が、母校に
ならって東奥義塾と名づけた。同じく創立
に尽力した吉川泰二郎も慶應義塾出身。

簿記講習所

Boki Kōshūjo (The Bookkeeping School)
Established 1879, closing approximately three years later

東京都中央区
明治12年開設・約３年後廃校

簿記法普及の必要を感じていた福澤の
出資によって設立。簿記学に精通した
竹中等を講師に500人余が『帳合之法』
を教科書に学んだ。

三田予備校

Mita Prep School
Now Kinjo Gakuen High School, established 1880

東京都港区 / 明治13年開設
現 私立錦城学園高等学校

三田の慶應義塾医学所跡地に福澤門下
の矢野文雄が開設した英学校。翌年には
愛宕町へ移転して三田英学校と改称し、
大学予備門等受験のための私立学校と
なった。

専修学校

Senshū School
Now Senshu University, established 1880

東京都中央区 / 明治13年開設
現 専修大学

法律学教育に宿志をいだく目賀田種太郎
らが設立した法学校。賛同した福澤は
慶應義塾夜間法律科を設立し提供、これ
が母体の一つになった。創立者のうち
田尻稲次郎と津田純一は塾員。

高山歯科学院

Takayama Dental School
Now Tokyo Dental College, established 1890

東京都港区 / 明治23年開設
現 東京歯科大学

福澤門下の高山紀斎が開設した歯科教
育機関。これを継承して東京歯科医学院
を創立した血脇守之助も塾員。日本の歯
科医第1号の小幡英之助を含め慶應義
塾は歯科界の先導者を輩出した。

三菱商業学校

Mitsubishi Commercial School
Established 1878, closed 1884

東京都千代田区
明治11年開設・明治17年廃校

三菱財閥創始者岩崎弥太郎が福澤の助
言を得て設立した商業の専門学校。校長
の森下岩楠ら主な教員は慶應義塾出身
で、福澤も「あたかも義塾の分校」と表現
している。

商法講習所

Commercial Training School
Now Hitotsubashi University, established 1875

東京都中央区 / 明治8年開設
現 一橋大学

日本最初の近代的商業教育機関。森有礼
と富田鉄之助が米国での見聞をもとに
創立計画を立て、依頼を受けた福澤が
設立基金募集の趣意書「商学校を建る
の主意」を起草した。

横浜商法学校

Yokohama Commercial School
Now Yokohama Commercial High School, 
established 1882

神奈川県横浜市 / 明治15年開設
現 横浜市立横浜商業高等学校

実業家小野光景が開設を主唱し、馬越恭平
らが創立委員となった商業の専門学校。
福澤に推薦された門下生美沢進は初代
校長として亡くなるまで40年以上在任した。

共立学舎

Kyōritsu Gakusha
Established 1869, closed one year later

和歌山県和歌山市
明治2年開設・1年後廃校

明治2年（1869）、和歌山藩校の学習館知
事となった浜口儀兵衛（梧陵）が、同館の改
革と洋学校の設立を計画し福澤門下の
松山棟庵と共に開校した。その際懇意にし
ていた福澤を招こうとしたが実現せず。

立志学舎

Risshi Gakusha
Established 1874, closed near the end of 1879

高知県高知市
明治7年開設・明治12年末頃廃校

板垣退助が結成した立志社の教育機関。福澤は
全面協力し、慶應義塾と同じカリキュラムを採
用、義塾出身者が教師として派遣された。

不棄学校

Fuki School
Established January 1873, closed September 1873

愛媛県宇和島市 / 明治6年1月開設・明治6年9月廃校
（愛媛県立宇和島東高等学校の前身）

福澤の推薦により甥中上川彦次郎が校長として
赴任。教授だけでなく学校運営の指導も行った。

大阪商業講習所

Osaka Commercial Training School
Now University of Osaka, established 1880

大阪府大阪市 / 明治13年開設
現 大阪公立大学

福澤門下のジャーナリスト加藤政之助の論
説「商法学校設けざるべからず」（福澤と
同論旨）をきっかけに五代友厚ら大阪財界
によって設立された商業の専門教育機関。
初代所長の桐原捨三も福澤門下。

開知学校

Kaichi School
Established 1875, merged 1884

和歌山県和歌山市 / 明治8年開設・明治17年合併
（和歌山県立桐蔭高等学校の前身）

紀州徳川家の援助により誕生した和歌山
初の中学校。後身の自修舎も含め、鎌田栄吉
ら紀州出身の福澤門下が教員として慶應
義塾流の英学教育を行った。

宝飯中学校

Hoi Middle School
Established 1881, closed 1886

愛知県豊川市
明治14年開設・明治19年廃校

福澤門下の実業家加藤幸三郎が有志と創設
した三河地域初の中学校。教員の人選に福澤
が関わり、初代校長には門下生の渋江保が
就任。明治19年（1886）3月には福澤の訪
問も実現した。

高島学校（藍謝堂）

Takashima School (Ranshadō)
Established 1871, merged January 1873

神奈川県横浜市
明治4年開設・明治6年1月合併

実業家高島嘉右衛門によって開かれた私
塾。慶應義塾関係者を教師に招いた。高島
は福澤の招聘を考えたが断られ、その高
弟小幡篤次郎が派遣された。

東京師範学校中学師範科

Middle School Department, 
Tokyo Normal School
Now the University of Tsukuba, established 1876

東京都文京区 / 明治9年開設
現 筑波大学

東京師範学校に新設された中学校教師
養成課程。福澤門下の小幡篤次郎、藤野
善蔵、後藤牧太らが創立に関与し、最初
の入学生60名中約40名は義塾出身者
で占められた。

長沼小学校

Naganuma Elementary School
Established 1881, closed 1956

千葉県成田市
明治14年開設・昭和31年廃校

千葉県における2校目の小学
校。「長沼事件」解決への尽力
に感謝した長沼村民からの謝
金を断り、事件の原因は無学で
あるとして倍額にした福澤の
寄付金で設立。

岡山商法講習所

Okayama Commercial Training School
Established 1880, closed 1883

岡山県岡山市 / 明治13年開設・明治16年廃校
(岡山県立岡山東商業高等学校の前身)

『山陽新報』の論説「商法学校を興起
するの今日に急要なることを論ず」な
どをきっかけに設立された商業の
専門教育機関。福澤門下の箕浦勝人、
山本達雄が初代校長・教頭を務めた。

赤間関商法講習所

Akamagaseki Commercial
Training School

Now Shimonoseki Commercial High School,
established 1884

山口県下関市 / 明治17年開設
現 下関市立下関商業高等学校

交詢社員関谷禎造ら赤間関の有志に
より、神戸商業講習所にならって開設
された商業の専門教育機関。初代所長
に福澤の従弟中村英吉が招かれた。

亮天社

The Ryōtensha
Established 1873, closed 1903

宮崎県延岡市 / 明治6年開設・明治36年廃校
（宮崎県立延岡高等学校の前身）

福澤門下の延岡藩主内藤政挙が設立。当初、
宮崎唯一の中学校。福澤との連携で、教師に
慶應義塾出身者を多く招聘、慶應義塾への
進学者も多数。付属の女児教舎もあった。

大洲英学校

Ōzu School of English Studies
Established October 1872, closed December 1873

愛媛県大洲市 / 明治5年10月開設・明治6年12月廃校
（愛媛県立大洲高等学校の前身）

福澤門下の下井小太郎らによって開設された
英学校。宇和島の不棄学校から中上川彦次郎・
四屋純三郎も出張した。

中津市学校

Nakatsu City School
Established at the end of 1871, closed 1883

大分県中津市
明治4年末開設・明治16年廃校

福澤の郷里中津に設立された洋学校。学則・カ
リキュラムは原則慶應義塾に準じ、主な教職員
も慶應義塾から派遣された。明治10年（1877）
頃までは順調に発展し、「関西一の英学校」とま
で称された。

愛媛県英学所

Ehime Prefecture School of English Studies
Now Matsuyama Higashi High School, established 1875

愛媛県松山市 / 明治8年開設
現 愛媛県立松山東高等学校

松山藩校を源流とする英学所。福澤門下の草間
時福が所長として招かれ慶應義塾流の英学教育
を行い、演説を普及させた。この英学所がのち
正岡子規や夏目漱石『坊ちゃん』で有名な松山
中学校となる。

京都慶應義塾京都慶應義塾

Kyoto Keio Gijuku
Established February 1874,

closed around one year later

京都府京都市
明治7年2月開設・約1年後廃校

京都の民間の教育事業振興に感動し
た福澤が、京都府高官の槇村正直と
懇意にしていた縁で設立された分
校。荘田平五郎が校長を務めた。費用
や教員の問題、京都中学校との確執
もあり、わずか1年で廃校。

大阪慶應義塾大阪慶應義塾

Osaka Keio Gijuku
Established November 1873, closed June 1875

大阪府大阪市
明治6年11月開設・明治8年6月廃校

義塾の教員であった荘田平五郎が福澤ら
に提言して設置された分校。費用や手間、
教員の頻繁な変更、英学は商人に不要とす
る風潮などにより学生を集めることができ
ず、約1年半で閉鎖となった。

徳島慶應義塾徳島慶應義塾

Tokushima Keio Gijuku
Established July 1875, closed November 1875

徳島県徳島市
明治8年7月開設・明治8年11月廃校

徳島の政治結社自助社の申し出を受け、大阪慶應
義塾が徳島に移転して開設。教師・生徒ともに大
阪からの移転組が多かった。校長は矢野文雄、つ
いで城泉太郎。自助社幹部が国事犯として収監
されたため廃校。

明治初期、官公立、私立の学校の創立や経営に、福澤や慶應義塾

が深く関わった例は数多く、教師の派遣になると明治14年

（1881）以前で400人以上が判明している。ここでは、慶應義塾

の3つの分校と、福澤や慶應義塾との関係が深いと考えられる

学校の一覧を掲げる。

There are many examples of both national and public schools (in 

addition to private schools) with which Fukuzawa and Keio Gijuku 

were strongly tied in their establishment and management during the 

early Meiji period. For example, several hundred of his students were 

placed as teachers. This is a list of the schools that can be thought of 

as having particularly deep connections with Fukuzawa and Keio 

Gijuku.

Schools Throughout Japan That Had a 
Deep Connection to Fukuzawa Yukichi 
and Keio Gijuku

福澤諭吉・慶應義塾が
深く関わった日本各地の学校
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ろひ きさ

十
校
を
日
本
地
図
上
に
配
置
し
て
示
し
て
い
る
。
知
的
伝
統
の
広
さ

を
示
す
の
は
、
世
界
の
大
学
と
の
協
定
や
交
流
の
数
だ
け
で
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
展
示
は
、
何
ら
か
の
結
論
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
多

様
な
方
面
へ
と
来
場
者
の
関
心
を
繫
ぐ
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
展
示

の
目
的
は
、
教
育
機
関
、
特
に
大
学
の
可
能
性
の
広
が
り
を
意
識
す

る
と
い
う
こ
と
が
本
節
の
結
論
で
あ
る
。
色
々
な
価
値
を
包
羅
し
う

る
機
関
が
大
学
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
歴
史
展
示
と
い
う
行
為
を

通
し
て
最
大
限
示
す
こ
と
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。

三

何
を
展
示
す
る
の
か

前
節
に
示
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
展
示
物
の
間
口
を

広
げ
、
理
念
に
沿
う
展
示
を
で
き
る
だ
け
自
由
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
展
示
を
拘
束
す
る
事
情
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
学
校
当
局
の
意
向
、
展
示
品
に
利
害
を
持
つ
有
力
者
の
存
在

（
た
と
え
ば
大
口
の
寄
付
者
や
寄
贈
者
、
子
孫
な
ど
）、
資
料
の
保
存

状
況
、
法
的
な
規
制
（
著
作
権
、
個
人
情
報
な
ど
）、
公
序
良
俗
に

図 2 「福沢諭吉・慶應義塾が深く関わった日本各地の学校」の展示

学校史展示における節度と積極性
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反
し
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
）
個
人
に
関
す
る
情
報
の
扱
い
（
入
学
記
録
、
成
績
表
、
卒
業
生
名
簿
）

主
題
と
大
き
な
関
係
を
有
す
る
点
と
し
て
、
個
人
に
関
す
る
（
30
）

情
報
の
出
し
方
と
い
う
問
題
は
、
現
在
極
め
て
大
き
い
。
入
学
記

録
、
成
績
表
、
卒
業
生
に
つ
い
て
の
情
報
を
ど
の
程
度
出
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
非
常
に

慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
多
く
の
若
者
の
学
び
舎
に
関
す
る
展
示
で
あ
る
以
上
、
個
人
を
特
定
し
て
展
示
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
展
示
の
内
容

と
そ
の
も
た
ら
す
効
果
に
直
接
的
に
影
響
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
（
基
本
的
に
は
物
故
者
）
の
情
報
を

無
条
件
に
全
面
的
に
回
避
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

こ
の
点
慶
應
義
塾
に
お
い
て
は
、
多
く
の
記
録
を
影
印
本
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
す
で
に
公
に
し
て
い
た
こ
と
が
幸

い
し
た
。
慶
應
義
塾
の
最
も
基
本
的
な
資
料
で
あ
る
初
期
入
学
者
の
記
録
は
、
入
社
帳
と
呼
ば
れ
、
か
つ
て
慶
應
義
塾
塾
監
局
塾

史
資
料
室
に
よ
っ
て
当
初
活
字
で
、
次
い
で
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
現
存
す
る
三
〇
冊
に
及
ぶ
記
録
の
全
て
が

五
冊
の
影
印
本
に
よ
っ
て
刊
行
さ
（
31
）

れ
た
。

ま
た
明
治
四
年
か
ら
明
治
三
一
年
ま
で
の
成
績
表
（
勤
惰
表
、
勤
怠
表
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
、
全
在
学
生
の
成
績
が
掲
載

さ
れ
、
全
員
に
配
布
さ
れ
て
い
た
上
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
「
福
沢
関
係
文
書
」
の
中
に
全
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
公
共
図
書

館
等
で
閲
覧
が
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
（
32
）

い
る
。『
慶
應
義
塾
塾
員
姓
名
録
』『
慶
應
義
塾
塾
員
名
簿
』
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
卒

業
生
名
簿
も
、
明
治
末
年
を
下
限
と
し
て
こ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
状
況
か
ら
、
入
社
帳
、
成
績
表
、
卒
業
生
名
簿
は
、
本
展
示
館
に
お
い
て
は
既
に
広
く
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
と
理
解
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し
う
る
範
囲
で
は
こ
れ
を
展
示
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
、
実
際
に
開
館
時
の
展
示
品
に
、「
慶
應
義
塾
入
社
帳
」
や
、「
慶
應
義
塾

勤
惰
表
」
を
加
え
、
後
者
に
お
い
て
は
、
小
林
一
三
や
岡
嘉
太
郎
な
ど
の
成
績
を
明
示
し
た
。
た
だ
し
、
特
に
成
績
表
に
つ
い
て

は
、
当
時
か
ら
公
開
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
明
記
し
た
。

資
料
の
寄
贈
を
受
け
る
際
、
必
ず
資
料
の
公
開
に
承
諾
を
得
、
必
要
で
あ
れ
ば
条
件
を
付
し
て
も
ら
う
よ
う
徹
底
し
て
お
り
、

全
員
に
公
開
さ
れ
て
い
な
い
時
期
の
個
人
の
成
績
表
な
ど
に
つ
い
て
も
、
今
後
記
名
の
ま
ま
で
展
示
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
留
意

し
て
い
る
。

寄
贈
者
の
氏
名
等
も
、
寄
贈
時
に
特
段
の
留
保
が
な
い
場
合
に
は
基
本
的
に
は
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

寄
贈
の
際
に
明
示
的
に
承
諾
を
得
て
お
り
、
承
諾
を
得
て
い
な
い
時
期
の
も
の
で
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
、

五
〇
年
以
上
の
経
過
を
目
安
と
し
て
基
本
的
に
寄
贈
の
記
録
に
基
づ
い
て
表
記
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
〇
〇
年
以
上
前
の
寄
贈

品
も
、
本
年
の
寄
贈
品
も
同
様
の
表
記
で
寄
贈
者
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
寄
贈
名
義
自
体
が
資
料
の
性
質
や
重
要
性
を
考
え

る
上
で
有
用
な
情
報
と
考
え
て
い
る
。

（
2
）
個
人
に
関
す
る
情
報
の
扱
い
（
戦
没
者
情
報
）

個
人
の
情
報
と
い
う
点
で
大
き
な
決
断
は
、「
慶
應
義
塾
関
係
戦
没
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
公
開
で
あ
る
（
図
3
）。
こ
れ
は

「
戦
後
五
〇
年
」
の
時
期
よ
り
経
済
学
部
教
授
白
井
厚
（
現
名
誉
教
授
）
に
よ
り
長
年
に
わ
た
っ
て
調
査
が
継
続
さ
れ
、
そ
れ
を

福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
が
引
き
継
い
で
更
新
し
て
い
る
デ
ー
タ
で
（
33
）

あ
る
。
そ
の
公
開
項
目
は
氏
名
、
陸
海
軍
・
軍
属
の
別
、
戦
没
年

月
日
、
戦
没
地
、
卒
業
年
月
（
在
学
中
の
場
合
は
最
終
学
年
）、
学
部
（
も
し
く
は
慶
應
で
の
最
終
学
歴
）、
所
属
ク
ラ
ブ
で
あ

り
、
こ
れ
ら
は
会
場
内
限
定
で
あ
る
が
来
場
者
が
検
索
可
能
で
あ
る
。
ま
た
個
別
の
表
示
項
目
と
は
別
に
、
戦
没
時
の
戦
闘
名
称

学校史展示における節度と積極性
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等
（
ア
ッ
ツ
島
の
戦
い
、
イ
ン
パ
ー
ル

作
戦
等
）、
そ
の
他
の
特
筆
す
べ
き
事

情
（
特
攻
死
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
に
よ
る
法

務
死
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
死
な
ど
）
も
検

索
可
能
と
し
て
い
る
。

戦
没
者
調
査
は
、
多
く
の
学
校
で
行

わ
れ
て
い
る
が
、
氏
名
の
公
開
に
は
慎

重
な
対
応
が
多
く
、
氏
名
を
伏
せ
、
番

号
に
変
え
た
り
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
変
更

し
た
り
す
る
例
が
見
ら
（
34
）

れ
る
。

慶
應
義
塾
関
係
戦
没
者
の
情
報
の
公

開
は
、
こ
う
い
っ
た
流
れ
か
ら
す
る
と

逆
行
す
る
も
の
の
よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
白
井
の
調
査
法
が
、
判
明
し
た
戦
没
者
の
名
簿
を
公
に
し
、
漏
れ
て

い
る
者
の
情
報
を
集
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
繰
り
返
し
名
簿
が
配
布
さ
れ
、
最
終
版
は
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
の
資

料
集
と
し
て
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
、
現
在
も
頒
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

慶
應
の
戦
没
者
調
査
の
特
徴
は
、
狭
義
の
学
徒
出
陣
（
在
学
の
ま
ま
徴
兵
さ
れ
た
者
。
特
に
一
九
四
三
年
一
二
月
の
一
斉
徴
集

に
よ
る
者
）
以
外
の
卒
業
生
や
中
退
者
、
教
職
員
に
つ
い
て
も
幅
広
く
対
象
に
含
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
戦
没
者
の
具
体
性
の
公

開
は
、
近
代
日
本
が
行
き
着
い
た
一
つ
の
帰
結
を
具
体
的
に
示
す
重
要
な
展
示
資
料
と
し
て
不
可
欠
と
考
え
、
こ
れ
を
詳
細
に
公

図 3 「慶應義塾関係戦没者データベース」検索画面
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開
す
る
こ
と
が
、
近
代
史
研
究
に
も
資
す
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
卒
業
生
の
捕
捉
率
が
高
く
、
戦
前
か
ら
規
模
も
大
き
か
っ
た
大

学
と
し
て
の
責
任
で
も
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
歴
史
の
解
明
に
個
人
を
特
定
す
る
情
報
は
一
定
程
度
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
現
在
生
き
る
人
々
の
権
利
を
、
そ
の
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
毀
損
す
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
学
術
研
究
の
た
め
に
で
き
る
限
り
共
有
し
て
い
く
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
に
は
そ
の
研

究
環
境
を
醸
成
す
る
「
展
示
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
説
明
責
任
を
果
た
し
な
が
ら
、
消
極
的
過
ぎ
な
い
こ
と
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
常
に
慎
重
さ
と
緊
張
感
を
持
ち
な
が
ら
、
有
名
無
名
の
個
人
の
存
在
を
尊
重
す
る
展
示
と
し
て

い
き
た
い
。
慎
重
す
ぎ
る
選
択
を
と
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
そ
の
描
き
出
す
歴
史
の
意
義
や
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
下
げ
、
他
の
情
報

へ
の
ア
ク
セ
ス
さ
え
も
閉
ざ
し
や
す
い
環
境
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
異
論
の
展
示

福
沢
を
展
示
す
る
に
当
た
り
、
福
沢
に
対
す
る
多
様
な
議
論
の
一
端
を
積
極
的
に
示
す
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
。
こ
れ
が
「
ホ
ラ

を
福
沢
、
ウ
ソ
を
諭
吉
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
（
図
4
）。
こ
の
展
示
は
そ
の
内
容
に
加
え
、
そ
の
存
在
自
体
が
、
実
は
福
沢
が

提
起
し
た
「
多
事
争
論
」
と
い
う
重
要
な
概
念
を
示
す
展
示
で
も
あ
り
、
時
系
列
の
展
示
の
中
に
含
ま
れ
る
演
説
や
討
論
、
万
来

舎
、
交
詢
社
な
ど
の
紹
介
と
も
響
き
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
福
沢
が
説
い
た
価
値
で
あ
る
「
自
由
」
は
、『
文
明
論
之
概
略
』

に
お
い
て
「
自
由
の
気
風
は
唯
多
事
争
論
の
間
に
在
り
て
存
す
る
も
の
と
知
る
可
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
展
示
自
体
が
そ
の
自
由

を
身
を
も
っ
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
る
批
判
を
紹
介
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
慶
應
義
塾
史
の

展
示
館
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
こ
と
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
の
展
示
の
趣
旨
は
福
沢
を
一
方
的
に
貶
め
る
こ
と
で
も
な
い
。
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あ
る
い
は

大
俗
人
の
ご
と
く
、

あ
る
い
は

自
利
一
辺
の
小
人
の
ご
と
く
、

               

あ
る
い
は

大
山
師
の
ご
と
く

―
山
路
愛
山（
歴
史
家
）

愛
国
を
晒
う
。

             …
…

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
類
し

                          …
…

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
肖…

…

―
徳
富
蘇
峰（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

平
凡
の
巨
人

―
幸
徳
秋
水（
社
会
主
義
者
）

福
澤
先
生
は

凡
人
主
義
の

―
大
隈
重
信（
政
治
家
、早
稲
田
大
学
創
立
者
）

勝
利
者
で
あ
る
。

相
場
な
ど
を
し
て
、

我
が
貞
淑
和
順
な
る

―
勝
海
舟（
幕
臣
、政
治
家
）

い
つ
で
も
、そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
男
サ
。

金

議
者
あ
る
い
は
翁
の
学
識
文
章
の

至
ら
ざ
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
あ
り
。

こ
れ
な
お
、

藤
原
惺
窩
の

学
識
文
章
を
笑
う
と
同
一
な
る
の
み
。

―
田
口
卯
吉（
経
済
学
者
）

―
後
藤
新
平（
政
治
家
）

通
俗
化
し
て

サイエンスを
一
般
衆
庶
の
間
に
知
ら
し
め
る

と
い
う
の
が
先
生
の
根
本
目
的

分
明
に

教
育
勅
語
と

        

相
背
馳
せ
り
。

忠
孝
の
こ
と
を
い
わ
ず
し
て
単
に
独
立
自
尊
を
説
く
と
こ
ろ
、

―
井
上
哲
次
郎（
哲
学
者
）

―

―

…あなたは彼に会ったら本能的に尊敬の念と親しみを感じ、
「ここに真の男がいる！」と心のなかで叫ぶことでしょう。

― ヘンリー・Ｗ・ホークス（イギリスユニテリアン協会宣教師）

日本の福澤諭吉は平民で、かつて政府の官職に
就いたことはないが、日本の教育の主導者だ。
……我が国には今に至るまで福澤のような人がいない。

…日本におけるトマス・アーノルドとして日本中の人が誇っている…

― アーサー・Ｍ・ナップ（アメリカユニテリアン協会宣教師）

知的影響および道徳的影響の強さにおいて、彼は日本の革命期が生んだ最も見事な人物でした。

― アレクサンダー・Ｃ・ショー（カナダ人聖公会宣教師）

―

拝
金
宗
は

―
内
村
鑑
三（
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
）

恥
ず
か
し
か
ら
ざ
る
宗
教
と
な
れ
り
。

彼
に
よ
っ
て

文
章
と
し
て

観
る
に

た
ら
ざ
る
と
こ
ろ
、

正
に
一
種
の
文
章
な
り
。

―
中
江
兆
民（
思
想
家
）

福
澤
文…

…

熱
誠
な
る
愛
国
者
に
し
て
、

と
も
い
う
べ
き
は
、福
澤
翁
一
人
あ
る
の
み
。

維
新
以
来…

…

も
う
け
る

―
棚
橋
絢
子（
教
育
者
）

日
本
婦
人
を

誤
ら
す

―

―

―

数年前まではキリスト教の大敵でしたが、現在は、我々の味方

― アーサー・ロイド（聖公会宣教師）

―

福澤は……政治の圏外では最高の有力者であり、
「日本の教師」なのである。

― エルヴィン・フォン・ベルツ（ドイツ人医師）

―
―

― 梁啓超（中国清末～中華民国初期の啓蒙思想家、政治家）

―

を

日本
文明の

と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

教
育

福
澤
諭
吉
先
生
が―

新
渡
戸
稲
造（
教
育
者
）

活動力も知能もしっかりしている人の一人・・・　

― エドワード・S・モース（アメリカ人動物学者、大森貝塚発見者）

―

最
も
多
大
の
力
が
あ
っ
た
と
思
う
。

福
澤
諭
吉
の
書
一
た
び
出
で
て
、天
下
の
少
年
、

…
…

政
府
の
た
め
に
謀
る
の
道
、他
な
し
、

靡
然
と
し
て
こ
れ
に
従
う
。

ま
た

彼
の
す
る
と
こ
ろ
に

反
す
る
の
み
。

―
井
上
毅（
官
僚
、政
治
家
）

―

彼は熊だけれども、優しい熊である。

― クララ・Ａ・Ｎ・ホイットニー
      （勝海舟の義理の娘）

―

こ
と
が
す
き
で
、

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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テレビ東京12時間超ワイドドラマ
「若き血に燃ゆる」
主演：中村雅俊　昭和59年（1984）

映画「かくて自由の鐘は鳴る」配給：東宝　
主演：尾上九朗右衛門　昭和29年（1954）

映画「福沢諭吉の少年時代」 配給：東映　
主演：森勇　昭和33年（1958）

手塚治虫 『陽だまりの樹』　
昭和56～61年（1981-86）

映画「福沢諭吉」 配給：東映　
主演：柴田恭兵　平成2年（1991）

朝霧カフカ・春河35　
アニメ『文豪ストレイドッグス』 　
平成28年～（2016- ）

TBSスペシャルドラマ
「幕末青春グラフィティ 福沢諭吉」　
主演：中村勘九郎　昭和60年（1985）

福澤は、歌舞伎、映画、テレビドラマ、漫画などで様々に描かれてきた。
古くは大河内傳次郎、笠智衆、木村功などが演じたこともあり、
近年では武田鉄矢が演じて話題を呼んだ。

新聞史研究者で、吉野作造らと共に東京大学に明治新聞
雑誌文庫を残した宮武外骨（1867-1955）は、明治期の
新聞や雑誌に福澤諭吉の批判記事が余りに多いことを面
白く思い、これを収集して一書をなそうとした。その中に
は政府寄りの保守系新聞から民権派の左派系まで、あら
ゆる媒体から何かにつけ、批難され続けた福澤の姿が残
されている。その中には、慶應義塾出身の民権派ジャーナ
リスト林正明が発行した『近時評論』『扶桑新誌』の記事が
多く見られるのも興味深い。この試みは、残念ながら（？）
完成せずに終わったが、このことは、いかに福澤に対する
議論が多かったかをよく示しているだろう。

宮武外骨が編纂を試みた
「福澤攻撃全集」

「福澤攻撃全集」稿本より
東京大学法学部附属 明治新聞雑誌文庫 蔵

メディアの中の福澤諭吉

福澤諭吉の生涯をどのように評価するかは、今日でも学界で様々に議論されている。「ホラを福澤、
ウソを諭吉」と悪口をいわれたように、それは福澤の生前から繰り返されてきたことだ。個人主義、
功利主義、自由主義といわれるかと思えば、国権主義、対外膨脹主義、侵略主義といわれることも
ある。福澤は、人々が自由に議論することが自由をもたらすと考えた人であり、議論のないことを
不健全と捉え、良い政策に対してでも、あえて議論―すなわち「多事争論」―を巻き起こす
人であった。結局我々は、本人の生前も没後も、変わらず福澤の手の中で踊らされ、知らず知らず
のうちに「多事争論」し続けているのかも知れない。

ホラを福澤、ウソを諭吉
̶読者を煙に巻き続ける福澤諭吉̶

引用文出典:中江兆民『一年有半』明治34年（1901）、新渡戸稲造『修養』明治44年（1911）、クララ・ホイットニー（一又民子訳）『クララの明治日記』昭和51年（1976）、棚橋絢子『評釈女大学』大正2年（1913）、田口
卯吉「福澤翁逝けり」『東京経済雑誌』明治34年（1901）2月9日、後藤新平（談話）『福澤諭吉伝』昭和7年（1932）、勝海舟（明治30年（1897）の談話）『海舟座談』昭和5年（1930）、山路愛山「明治文学史」『国民新聞』
明治26年（1893）3月、大隈重信『大隈伯社会観』明治43年（1910）、井上毅「人心教導意見」（明治14年（1881）11月7日）『井上毅伝・史料篇第1』昭和41年（1966）、徳富蘇峰『漫興雑記』明治31年（1898）、内村鑑三
「胆汁数滴」『万朝報』明治30年（1897）4月27日、幸徳秋水「平凡の巨人」『万朝報』明治34年（1901）2月6日、井上哲次郎「独立自尊主義の道徳を論ず」『哲学雑誌』明治33年（1900）6月10日、 「

」 28年（1902）4月1日
Arthur Lloyd, letter to the master of Pembroke College of Cambridge University, August 1886（白井尭子『福沢諭吉と宣教師たち』、平成11年（1999）所収和文より）; Henry W. Hawkes, ‘‘Japan: The Home of 

a Worthy Man’’ The Inquirer, April 5, 1890; Clara A. N. Whitney, Clara’s Diary: An American Girl in Meiji Japan,1979; Alexander Croft Shaw, ‘‘Mr. Fukuzawa,’’ The Register, February 26, 1901; Arthur M. 

Knapp, letter to American Unitarian Association, The Sixty-third Anniversary of the American Unitarian Association, with the Annual Report of the Board of Directors, 1888; Edward S. Morse, Japan Day 

by Day,1917; Eriwin Bälz, Das Leben eines deutschen Arztes im erwachenden Japan. Tagebücher, Briefe, Berichte,1930.
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おお こう

たけ だ てつ や

ち でん じ ろう き むら

まん が えがか ぶ き

りゅう ち しゅう いさお

おのえ く

なか むら まさ とし なか むらかん く

しば た きょうへい

ろう

ろう え もん

かね おさづかて む ひ き

ちょう

も

あさ ぎり

ぶん ごう

はる かわさんご

ぼつ

ろんそうじた

ご おど

つ
う

ぞ
く

ご

と
う

し
ん

ぺ
い

か
つ

か
い
し
ゅ
う

く
ま

し
げ

の
ぶ

わ

せ

だ

お
お

か
れは

けん がい

同
時
代
を
生
き
た
人
々
が
福
沢
に
向
け
た
言
葉
を
紹
介
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
福
沢
お
よ
び
慶
應
義
塾
が
ど
の
よ
う
に
同

時
代
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
立
体
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を

こ
の
展
示
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ひ

い
て
は
広
く
多
角
的
な
視
野
を
要
す
る
学
問
へ
の
姿
勢
を
示

す
こ
と
を
狙
っ
た
。（

4
）
「
こ
と
ば
」
の
展
示

展
示
館
の
随
所
に
は
、
福
沢
の
著
作
の
一
節
や
、
慶
應
義

塾
の
節
目
に
発
せ
ら
れ
た
歴
史
的
な
文
章
の
引
用
を
配
置
し

た
。
こ
れ
ら
は
解
釈
を
限
定
せ
ず
、
来
場
者
に
意
義
づ
け
を

委
ね
つ
つ
、
展
示
し
き
れ
な
い
多
様
な
文
献
へ
の
導
入
と

な
っ
て
い
る
。

（
5
）
実
物
の
展
示

展
示
と
し
て
の
魅
力
と
価
値
を
維
持
し
、
な
お
か
つ
資
料

を
傷
め
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
で
き
る
だ
け
原
資
料
を
入

れ
替
え
な
が
ら
展
示
す
る
方
針
と
し
た
。
た
だ
し
重
要
な
資

図 4 「ホラを福沢、ウソを諭吉」の展示
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料
は
レ
プ
リ
カ
を
併
用
す
る
。

以
上
、
本
展
示
館
の
特
徴
を
な
す
展
示
の
意
図
は
、
福
沢
の
価
値
や
慶
應
義
塾
の
歴
史
的
意
義
の
結
論
を
示
す
の
で
は
な
く
、

歴
史
上
の
様
々
な
顔
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
そ
の
評
価
を
来
場
者
に
委
ね
、「
考
え
て
も
ら
う
」
こ
と
を
主
眼
と
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四

塾
史
展
示
館
の
概
要

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
開
設
さ
れ
た
塾
史
展
示
館
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

本
展
示
館
は
、
慶
應
義
塾
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
慶
應
義
塾
図
書
館
旧
館
二
階
の
旧
大
会
議
室
（
二
八
〇
・
四
四
㎡
、
当
初
は

大
閲
覧
室
）
を
常
設
展
示
室
に
、
旧
小
会
議
室
（
六
〇
・
九
九
㎡
）
を
企
画
展
示
室
に
改
装
し
た
。

展
示
館
は
、
福
沢
諭
吉
と
慶
應
義
塾
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
主
題
を
持
つ
。
最
初
は
、
福
沢
と
慶
應
の
二
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
時
系

列
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
展
示
す
る
構
想
で
あ
（
35
）

っ
た
。
最
初
に
行
っ
た
こ
と
は
、
両
者
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
っ
て
い
る
言
葉

と
そ
れ
を
示
す
具
体
的
な
資
料
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
そ
れ
を
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
組
む
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
両
者
が
分
か
ち
が
た
く
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
時
系
列
の
展
示
に
福
沢
と
慶
應
義
塾
の
両
方
の
内
容
を
不

可
分
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
へ
変
更
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
慶
應
義
塾
の
範
疇
か
ら
は
み
出
す
福
沢
の
社
会
的
活

動
の
位
置
づ
け
が
難
し
く
な
る
と
も
思
え
る
。
例
え
ば
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
な
ど
の
著
述
は
、
慶
應
義
塾
史
上
の
活
動
と
す
る
の

は
、
や
や
不
自
然
だ
が
、
交
詢
社
や
『
時
事
新
報
』
等
と
同
様
に
、
社
会
教
育
・
発
信
の
一
環
と
い
う
位
置
づ
け
と
す
れ
ば
、
三

学校史展示における節度と積極性
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田
演
説
会
な
ど
の
紹
介
と
親
和
性
を
持
ち
、
自
然
に
展
示
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
し
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
取
り
込
め
な
か
っ
た
の
が
、
福
沢
の
人
間
観
、
男
女
観
、
家
族
観
、
家
庭
教
育
と
い
っ
た
、
人

と
人
の
関
係
性
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
こ
の
こ
と
が
、
学
校
教
育
に
展
開
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
学
風
が
形
成
さ
れ
る
。
慶
應
義
塾
に
お
け
る
学
風
は
、
自
然
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
は
極
め
て
自
覚
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
展
示
す
る
こ
と
は
、
慶
應
義
塾
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
無
自
覚

で
薄
れ
ゆ
く
存
在
で
あ
る
た
め
、
時
系
列
の
中
で
分
散
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
テ
ー
マ
で
切
り
取
る
こ
と
が
、
そ
の
意

義
を
意
識
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
福
沢
・
慶
應
義
塾
史
を
時
系
列
で
展
開
す
る
一
〜
三
章
に
続
い
て
、
四
章
と
し
て

入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
章
立
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
章
番
号
は
明
記
せ
ず
、
ど
こ
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

さ
っ
さ
つ

颯
々
の
章
（
第
一
章
）

智
勇
の
章
（
第
二
章
）

独
立
自
尊
の
章
（
第
三
章
）

人
間
交
際
の
章
（
第
四
章
）

「
颯
々
」
は
「
さ
っ
さ
と
や
る
」
の
「
さ
っ
さ
」
で
、『
福
翁
自
伝
』
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
物
事

に
拘
泥
せ
ず
、
活
発
に
軽
快
に
行
動
す
る
福
沢
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
示
す
語
と
し
て
採
用
し
た
。

「
智
勇
」
は
「
智
勇
兼
備
」
と
い
っ
た
場
合
の
智
＋
勇
と
い
う
並
列
関
係
と
は
異
な
り
、
智
を
基
礎
と
し
た
勇
、
つ
ま
り
蛮
勇

や
武
勇
で
は
な
い
智
勇
を
意
味
す
る
、
や
は
り
福
沢
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
位
置
づ
け
た
。

「
独
立
自
尊
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
福
沢
が
掲
げ
た
理
想
の
人
格
の
こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
交
際
」
はsociety

に
対
す
る
福
沢
の
訳
語
で
あ
り
、
近
代
社
会
に
お
け
る
独
立
し
た
個
人
と
個
人
の
交
際
に
よ
っ
て
社
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会
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
福
沢
の
造
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
福
沢
が
提
起
し
た
問
題
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
展
示
空
間
の
各
所
に
散
在
し
て

い
る
「
言
葉
」
の
展
示
と
響
き
合
い
な
が
ら
、
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
紡
ぎ
出
す
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
福
沢
の
思
想
と
慶
應
義
塾
の
理
念
と
沿
革
に
関
す
る
展
示
内
容
以
外
で
、
盛
り
込
み
た
い
も
の
と
し
て
挙
が
っ

て
い
た
項
目
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

①
建
物
自
体
に
関
す
る
展
示

慶
應
義
塾
図
書
館
旧
館
は
曾
禰
中
條
建
築
事
務
所
の
代
表
作
と
さ
れ
、
国
の
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
や

慶
應
義
塾
史
に
関
心
は
な
く
、
た
だ
建
物
の
内
部
を
鑑
賞
し
た
い
と
い
う
来
場
者
が
想
定
さ
れ
る
。

②
福
沢
諭
吉
に
対
す
る
多
様
な
見
方
の
展
示

前
節
（
3
）
参
照
。

③
慶
應
義
塾
に
関
連
す
る
多
様
な
人
物
の
展
示

第
二
節
（
3
）
参
照
。
塾
長
や
学
部
長
な
ど
の
顔
写
真
を
並
べ
る
展
示
は
意
図
し
て
採
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

④
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
空
間
と
し
て
の
歴
史
性
を
示
す
展
示

在
学
し
た
者
に
と
っ
て
校
舎
は
懐
か
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
思
い
出
が
な
い
者
に
と
っ
て
は
個
別
の
校
舎
の
説
明
は
案
外
関

心
を
持
た
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
展
示
館
が
所
在
す
る
三
田
は
、
慶
應
義
塾
が
最
も
長
く
所
在
し
て
い
る
象

徴
的
な
歴
史
的
空
間
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
意
識
さ
せ
た
い
。

以
上
の
①
〜
④
に
対
応
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
展
示
を
構
成
し
た
。

①
慶
應
義
塾
図
書
館
の
歴
史

学校史展示における節度と積極性
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ト
ピ
ッ
ク
展
示
と
し
て
設
置
。
建
物
の
歴
史
を
解
説
と
実
物
資
料
で
展
示
す
る
。
そ
れ
に
加
え
、
建
物
自
体
を
展
示
物
と
し

て
捉
え
る
槇
総
合
計
画
事
務
所
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
が
採
用
さ
れ
た
（
36
）

た
め
、
歴
史
的
空
間
が
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初

筆
者
は
撤
去
を
想
定
し
て
い
た
一
九
八
三
年
に
設
置
さ
れ
た
槇
事
務
所
デ
ザ
イ
ン
の
大
絨
毯
は
、
洗
浄
の
上
で
再
設
置
さ

れ
、
会
議
室
時
代
の
歴
史
も
継
承
す
る
展
示
空
間
と
な
っ
た
。

②
ホ
ラ
を
福
沢
、
ウ
ソ
を
諭
吉

ト
ピ
ッ
ク
展
示
と
し
て
設
置
。
近
年
の
研
究
状
況
や
論
争
を
取
り
上
げ
る
余
裕
は
な
い
た
め
、
福
沢
に
向
け
ら
れ
た
同
時
代

人
の
批
評
や
実
物
資
料
を
展
示
す
る
。
肯
定
的
な
評
価
に
加
え
、
否
定
的
な
評
価
も
こ
の
展
示
に
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。

③
社
中W

H
O
’S
W
H
O

前
述
し
た
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
人
物
が
並
列
的
に
ラ
ン
ダ
ム
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
ア
プ
リ
を
開
発

し
、
大
型
モ
ニ
タ
で
設
置
し
た
。
拡
張
性
を
持
た
せ
、
内
蔵
す
る
人
物
を
追
加
で
き
る
よ
う
に
し
、
開
館
時
に
は
三
〇
〇
名

程
度
を
（
37
）

展
示
。
現
存
者
を
加
え
る
と
追
加
要
望
な
ど
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
物
故
者
に
限
定
す
る
運
用
と
（
38
）

す
る
。

④
関
東
大
震
災
直
前
の
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
模
型

お
よ
そ
百
年
前
の
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
の
精
巧
な
模
型
を
作
成
し
、
そ
の
土
地
に
関
心
が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
ら
ず
、
模
型
と

し
て
魅
力
の
あ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
現
在
と
の
対
応
関
係
や
建
物
の
そ
の
後
の
運
命
を
丁
寧
に
展
示
す
る
こ
と
で
、
戦
争

や
高
度
成
長
期
な
ど
へ
も
視
点
を
広
げ
ら
れ
る
工
夫
を
し
た
。
復
元
年
代
は
、
福
沢
存
命
中
の
雰
囲
気
を
残
し
、
現
在
と
の

連
続
性
も
確
認
で
き
（
展
示
館
建
物
が
あ
る
）、
最
古
の
航
空
写
真
が
あ
る
時
期
か
ら
設
定
し
た
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
四
章
立
て
の
メ
イ
ン
展
示
と
、
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
展
示
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
完
す
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ

や
模
型
に
よ
っ
て
、
時
間
軸
と
空
間
軸
、
人
的
な
繫
が
り
な
ど
が
有
機
的
に
構
成
さ
れ
る
よ
う
展
示
を
構
成
し
た
。
ま
た
、
福
沢

を
原
点
と
し
て
歴
史
が
今
日
ま
で
紡
が
れ
、
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
、
デ
ザ
イ
ン
を
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら

最
後
の
囲
み
記
事
に
至
る
ま
で
一
筆
書
き
と
な
る
よ
う
に
し
た
。

展
示
内
容
の
構
成
を
図
示
す
る
と
図
5
の
よ
う
に
な
る
。

お
わ
り
に

自
校
史
の
展
示
は
、
決
し
て
懐
古
趣
味
的
な
一
部
の
人
た
ち
の
た
め
の
消
極
的
行
為
で
は
な
い
。
一
方
で
優
秀
な
人
材
を
獲
得

す
る
た
め
だ
け
の
自
己
宣
伝
と
い
う
積
極
的
な
行
為
で
も
な
い
。

教
育
機
関
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
と
蓄
積
が
あ
り
、
そ
こ
に
入
学
し
て
学
ん
で
も
ら
っ
た
り
、
様
々
な
形
で
協
力
し
て
も
ら
う

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
営
み
を
持
続
し
、
そ
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
、
社
会
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
展
示
は
そ
の
営
み

を
末
永
く
活
発
に
持
続
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
校
の
規
模
や
価
値
を
置
く
ポ
イ
ン
ト
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
様
々
で

あ
ろ
う
。
慶
應
義
塾
に
お
い
て
は
今
回
、
原
点
の
精
神
と
の
連
続
性
を
重
視
し
た
が
、
大
学
の
個
性
に
よ
り
現
在
進
行
中
の
最
新

の
テ
ー
マ
を
更
新
し
な
が
ら
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
よ
り
実
践
的
な
内
容
を
扱
う
な
ど
の
方
向
性
も
あ
ろ
う
。

学
校
史
展
示
と
い
う
行
為
は
、
常
に
広
報
宣
伝
的
な
意
義
づ
け
を
同
居
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

の
少
な
い
身
勝
手
さ
、
独
り
よ
が
り
に
陥
る
可
能
性
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
。
一
方
で
教
育
機
関
と
し
て
の
原
点
や
理
念
を
確
認

し
、
そ
の
関
心
対
象
者
の
幅
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
、
現
代
社
会
の
多
様
な
視
点
や
問
題
へ
と
原
点
の
理
念
を
接
続
す
る
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（イントロダクション） ・（導入映像）

（模型１）*

（デジタルコンテンツ１）

（デジタルコンテンツ２）

（デジタルコンテンツ３）

（模型２）

・（年表）*
・慶應義塾のシンボルたち*

・門閥制度は親の敵でござる　―福沢諭吉の誕生―
・目的なしの勉強　―儒学から蘭学へ―
・磊落書生も花嫁のごとし　―福沢諭吉、世界を駆ける―
・一身にして二生を経るが如く、一人にして両身あるが如し
　―幕末と明治の「二生」を生きる―

・逝けよ十九世紀　―広がる伝統、広がる世界―
・福沢ハ我ガ国本来ノ精神ト全ク相反ス
　―戦争の時代と慶應義塾―
・我等が若き力もて 理想の祖国を打ち立てん
　―創立200年に向けて―

・西洋の語にこれをスウィートホームという
　―家族団欒から社会へ―
・口もっていうべからず、指もって示すべからず
　―「塾風」と慶應スポーツ―
・独立して孤立せず　―社中協力の伝統―

・慶應義塾図書館の歴史

・社中Who’s Who*

・ホラを福沢、ウソを諭吉
　―読者を煙に巻き続ける福沢諭吉―

・「小家塾」からの出発　―開塾―
・我より古を作す　―慶應義塾命名と明治維新―
・無理無則、これ我が敵なり　―筆で戦う福沢諭吉―
・活用なき学問は無学に等し　―演説の創始と多事争論―
・文部省は竹橋にあり、文部卿は三田にあり
　―英学の一手販売―
・天下の人に私立の方向を知らしめん
　―官尊民卑への抵抗―
・民に力を　―「尚商立国」への道―
・気品の泉源、智徳の模範
　―大学部誕生と一貫教育の完成―

颯々の章　福沢諭吉の出発

智勇の章
　文明の創造と学問の力

独立自尊の章
　私立の矜恃と苦悩

人間交際の章
　男女・家族・義塾・社会

（トピック展示）

（エピローグ）

（企画展示）
＊ … 章立てに拘束されない展示

空間デザイン：槇総合計画事務所
展示設計・制作：株式会社トータルメディア開発研究所

図 5 慶應義塾史展示館展示構成図
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こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
展
示
は
、
重
厚
な
歴
史
展
示
で
あ
り
つ
つ
、
学
内
外
に
お
け
る
最
前
線
の
ト
レ
ン
ド
に
さ
え
な
り
う
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
学
校
史
展
示
は
常
に
自
戒
を
継
続
し
、
節
度
あ
る
積
極
性
を
模
索
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注（
1
）
筆
者
は
学
術
論
文
に
お
い
て
、
固
有
名
詞
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
新
字
が
あ
る
場
合
は
新
字
を
用
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
が

（
記
述
対
象
と
の
距
離
を
公
平
に
保
つ
姿
勢
を
示
す
た
め
）、
本
展
示
館
は
、
慶
應
義
塾
内
の
広
報
の
表
記
統
一
ル
ー
ル
に
従
い
「
福
澤
諭

吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
示
館
」
と
い
う
表
記
を
採
用
し
た
。
本
稿
は
本
誌
の
表
記
統
一
基
準
に
よ
り
、「
福
沢�

」「
慶
應�

義
塾
」
と
表
記
す

る
。

（
2
）
立
教
学
院
展
示
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ー
ド
文
、https://w

w
w
.rikkyo.ac.jp/research/institute/hfr

／
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日：

二
〇
二
一

年
一
二
月
一
六
日
）。

（
3
）
広
田
勝
一
「
創
刊
に
あ
た
っ
て
」（『
立
教
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
―
―
立
教
学
院
展
示
館
年
報
』
創
刊
号
、
二
〇
一
六
年
）、
一
頁
。
寺
崎
昌

男
「
展
示
館
―
―
誕
生
と
こ
れ
か
ら
の
物
語
」
同
、
三
―
四
頁
。

（
4
）
鎌
田
薫
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
―
―
過
去
・
現
在
・
未
来
を
紡
ぐ
―
―
」『
歴
史
館
で
た
ど
る
早
稲
田
大
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二

〇
一
九
年
）、
一
頁
。

（
5
）
田
中
優
子
「
館
長
ご
挨
拶
」、https://m

useum
.hosei.ac.jp/kancho

／
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日：

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
六
日
）。

（
6
）
た
と
え
ば
、
瀬
戸
口
龍
一
「
地
域
と
大
学
を
結
ぶ
―
―
大
学
史
資
料
活
用
の
広
が
り
を
探
し
て
―
―
」『
大
学
史
資
料
の
活
用
と
展
示
』

（
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
、
二
〇
一
四
年
）、
二
四
頁
以
下
に
お
け
る
「
大
学
史
活
動
は
広
報
活
動
か
・
研
究
活
動
か
？
」
と
い
う
問
い

か
け
参
照
。
ま
た
、
谷
ノ
内
識
「
大
学
史
を
視
覚
的
に
見
せ
る

展
示
施
設
の
広
報
的
役
割
」『
広
報
会
議
』、
二
〇
二
〇
年
九
月
。
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（
7
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
八
十
数
年
越
し
の
展
示
計
画
―
―
福
沢
諭
吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
示
館
開
設
へ
」（『
三
田
評
論
』、
二

〇
二
〇
年
八
・
九
月
号
）、
八
〇
―
八
三
頁
、
同
「
慶
應
義
塾
史
展
示
館
開
設
ま
で
の
私
的
総
括
」（『
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
通

信
』
第
三
四
号
、
二
―
七
頁
に
比
較
的
詳
し
く
記
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
補
完
す
る
情
報
を
中
心
に
記
述
す
る
。

（
8
）
「
懸
案
の
文
化
博
物
館
三
田
山
上
に
新
設

研
究
室
と
同
時
起
工
か
」『
三
田
新
聞
』（
一
九
三
七
年
五
月
一
五
日
）。
こ
の
計
画
は
『
慶

應
義
塾
百
年
史
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
当
時
義
塾
職
員
で
あ
っ
た
昆
野
和
七
の
「
生
誕
1
5
0
年
記
念
事
業
と
し
て
「
福
沢
記
念
館
」

の
建
設
を
望
む
」『
慶
應
キ
ャ
ン
パ
ス
』（
一
九
八
一
年
一
月
二
〇
日
）
に
よ
れ
ば
「
福
沢
ミ
ュ
ー
ズ
ア
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
9
）
一
九
三
七
年
度
よ
り
採
用
さ
れ
た
陸
軍
予
科
士
官
学
校
の
国
史
教
科
書
『
本
邦
史
教
程
』
に
福
沢
を
天
皇
親
政
の
本
旨
を
揺
る
が
せ
る

功
利
主
義
思
想
の
導
入
者
と
し
て
非
難
す
る
記
述
が
登
場
し
て
い
る
（
本
書
は
開
館
時
の
本
展
示
館
常
設
展
示
に
て
展
示
）。
ま
た
一
九

三
八
年
度
よ
り
文
部
省
教
学
局
に
よ
る
思
想
統
制
へ
の
対
応
と
し
て
、
文
学
部
に
「
明
治
文
化
史
」
の
講
義
を
設
置
し
、
福
沢
お
よ
び
慶

應
義
塾
史
の
講
述
を
行
っ
た
（『
慶
應
義
塾
百
年
史
』
中
巻
後
、
慶
應
義
塾
、
一
九
六
四
年
、
八
〇
九
頁
）。
こ
れ
ら
は
、
展
示
が
時
局
へ

の
対
応
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
10
）
こ
の
時
の
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
計
画
に
伴
っ
て
建
設
が
実
現
し
た
唯
一
の
校
舎
が
現
在
の
第
一
校
舎
（
一
九
三
七
年
竣
工
、
曾
禰
中
條
建

築
事
務
所
設
計
）
で
あ
る
。

（
11
）
前
掲
昆
野
「
生
誕
1
5
0
年
記
念
事
業
と
し
て
�
福
沢
記
念
館
�
の
建
設
を
望
む
」。
な
お
、
予
定
地
は
福
沢
邸
跡
地
に
定
め
ら
れ
、

そ
の
場
所
は
記
念
館
用
地
と
し
て
そ
の
後
も
手
つ
か
ず
で
残
さ
れ
た
と
い
う
。

（
12
）
「
百
年
祭
の
計
画
を
み
る

福
沢
記
念
館
、
銅
像
の
建
設
も
」（『
三
田
新
聞
』、
一
九
五
七
年
八
月
一
一
日
）。
ま
た
、
前
掲
昆
野
「
生

誕
1
5
0
年
記
念
事
業
と
し
て
�
福
沢
記
念
館
�
の
建
設
を
望
む
」。
た
だ
し
こ
の
こ
と
も
『
慶
應
義
塾
百
年
史
』
に
は
言
及
が
見
当
た

ら
な
い
。
な
お
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
記
念
館
の
素
案
が
慶
應
義
塾
管
財
部
工
務
課
倉
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
当
時
の
義
塾
は
、
一
九
六
四
年
発
足
の
財
団
法
人
福
沢
記
念
育
林
会
の
設
立
目
的
（
将
来
の
資
産
の
た
め
に
植
林
を
行
う
）
や
、
松
永

安
左
エ
門
の
美
術
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
受
贈
で
き
な
か
っ
た
（
施
設
整
備
が
条
件
だ
っ
た
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
示
唆
す
る
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よ
う
に
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
六
五
年
の
学
費
値
上
げ
を
巡
る
学
生
運
動
の
遠
因
と
も
な
っ
た
。

（
14
）
「
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
趣
意
書
」（『
三
田
評
論
』
八
五
八
号
、
一
九
八
五
年
四
月
）、
一
一
三
頁
。

（
15
）
全
学
的
な
研
究
機
関
と
い
う
位
置
づ
け
は
実
現
し
た
が
、
資
料
の
保
管
、
公
開
、
展
示
の
い
ず
れ
も
十
分
な
整
備
は
進
ま
な
か
っ
た
。

今
回
展
示
館
計
画
で
は
資
料
閲
覧
の
た
め
の
機
能
を
必
須
の
も
の
と
し
て
付
随
さ
せ
て
い
た
が
、
途
中
で
そ
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
は
喫
茶

店
に
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
16
）
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
西
澤
直
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
こ
の
計
画
は
Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
（H

um
anities

M
edia
Interface

）
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
よ
る
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
作
業
と
同
じ
流
れ
で
議
論
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
世
界
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル

ク
聖
書
デ
ジ
タ
ル
化
が
始
ま
る
」（『
三
田
評
論
』
一
〇
〇
八
号
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）、
一
〇
二
頁
。

（
17
）
同
じ
く
西
澤
直
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
18
）
筆
者
自
身
の
記
憶
に
よ
る
。
寄
付
者
は
連
合
三
田
会
会
長
だ
っ
た
服
部
禮
次
郎
氏
で
、
社
中
交
歓
万
来
舎
の
入
口
に
は
、
服
部
氏
に
よ

り
命
名
さ
れ
た
こ
と
だ
け
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
前
掲
「
慶
應
義
塾
史
展
示
館
開
設
ま
で
の
私
的
統
括
」、
長
谷
山
彰
「
福
沢
諭
吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
示
館
と

慶
應
義
塾
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
コ
モ
ン
ズ
の
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
に
よ
せ
て
」（『
三
田
評
論
』
一
二
五
五
号
、
二
〇
二
一
年
五
月
）
参

照
。

（
20
）
中
上
川
彦
次
郎
宛
福
沢
諭
吉
書
簡
（
一
八
七
三
年
七
月
二
〇
日
）、『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）、
二

六
七
頁
。

（
21
）
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
「
平
和
と
民
主
主
義
」
を
理
念
に
掲
げ
た
戦
後
の
立
命
館
の
精
神
を
基
礎
と
し
て
、
戦

前
・
戦
中
の
立
命
館
の
時
局
へ
の
対
応
を
否
定
的
に
評
価
し
、
自
校
の
歴
史
を
展
示
に
織
り
込
ん
で
い
る
。
自
校
史
の
否
定
的
評
価
が
理

念
の
追
求
に
結
び
つ
く
例
で
あ
る
。

（
22
）
『
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
誌
』（
慶
應
義
塾
、
二
〇
一
一
年
）、
五
三
―
五
四
頁
。
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（
23
）
こ
の
展
覧
会
で
刊
行
さ
れ
た
図
録
『
生
誕
一
二
〇
年
記
念
小
泉
信
三
展
』（
慶
應
義
塾
、
二
〇
〇
八
年
）
は
完
売
し
、
改
訂
さ
れ
、
山

内
慶
太
・
神
吉
創
二
・
都
倉
武
之
編
『
ア
ル
バ
ム
小
泉
信
三
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
と
な
っ
た
。

（
24
）
学
内
で
の
受
け
止
め
の
難
し
さ
に
つ
い
て
は
、
小
室
正
紀
「�
生
誕
一
二
〇
年
記
念
小
泉
信
三
展
�
を
開
催
し
て
」（『
三
田
評
論
』
一

一
一
五
号
、
二
〇
〇
八
年
八
・
九
月
）
七
二
―
七
三
頁
、
同
「
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
と
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
」『
早
稲
田
大
学
史
紀

要
』
第
四
〇
号
（
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
〇
頁
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
け
る
展
示
に
対
す
る
批
判
は
、

戦
時
中
の
小
泉
の
戦
争
協
力
を
批
判
す
る
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。

（
25
）
小
泉
に
関
す
る
研
究
は
当
時
学
内
外
で
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
無
関
心
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
忌
避
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
り
、
筆

者
は
調
査
や
展
示
の
活
動
に
参
加
し
な
い
よ
う
に
進
言
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
こ
の
展
覧
会
は
学
内
外
に
お
け
る
小
泉
研
究

を
振
起
し
た
側
面
が
あ
り
、
象
徴
天
皇
制
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
展
覧
会
で
発
掘
さ
れ
た
資
料
「
御
進
講
覚
書
」
が
最
重
要
資
料
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
26
）
前
掲
拙
稿
「
八
十
数
年
越
し
の
展
示
計
画
―
―
福
沢
諭
吉
記
念
慶
應
義
塾
史
展
示
館
開
設
へ
」
で
、「
観
光
ス
ポ
ッ
ト
」
と
い
う
表
現

を
用
い
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

（
27
）
小
泉
信
三
「
福
沢
諭
吉
と
福
沢
先
生
」『
小
泉
信
三
全
集
』
第
一
五
巻
（
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
年
）、
二
九
七
―
三
〇
〇
頁
。
ま
た
、

小
室
正
紀
「
福
沢
諭
吉
と
の
間
合
い
―
―
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
の
講
義
」（『
三
田
評
論
』
一
一
一
三
号
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）
三
四
―
三

五
頁
。

（
28
）
筆
者
は
過
去
に
卒
業
生
向
け
の
あ
る
講
演
で
、
福
沢
諭
吉
を
「
福
沢
先
生
」
で
は
な
く
「
福
沢
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
、
公
衆
の
前
で
高

齢
の
質
問
者
か
ら
厳
し
く
叱
責
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
慶
應
義
塾
関
係
者
の
一
部
に
と
っ
て
は
案
外
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る

こ
と
は
、
今
な
お
事
実
で
あ
る
。

（
29
）
拙
稿
「
慶
應
義
塾
�
塾
語
事
典
�
塾
〈
じ
ゅ
く
〉」（『
三
田
評
論
』
一
二
三
三
号
、
二
〇
一
九
年
五
月
）、
一
一
四
頁
。

（
30
）
こ
こ
で
い
う
「
個
人
に
関
す
る
情
報
」
と
は
、
法
的
保
護
の
対
象
と
し
て
の
「
個
人
情
報
」（「
個
人
情
報
保
護
法
」
第
二
条
）
で
は
な

178



く
、
主
と
し
て
物
故
者
の
情
報
で
あ
る
。
た
だ
し
学
校
法
人
と
し
て
の
個
人
情
報
基
本
方
針
・
保
護
規
程
で
の
扱
い
は
大
学
に
よ
っ
て
物

故
者
ま
で
同
様
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

（
31
）
『
慶
應
義
塾
入
社
帳：

調
査
資
料
集
』（
塾
史
資
料
室
文
献
シ
リ
ー
ズ
2
―
6
）、
慶
應
義
塾
塾
監
局
塾
史
資
料
室
、
一
九
七
八
―
八
三

年
。
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
慶
應
義
塾
入
社
帳
』
一
―
五
巻
（
慶
應
義
塾
、
一
九
八
六
年
）。
な
お
、
こ
の
原
資
料
に
は
わ

ず
か
に
身
分
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
は
刊
行
の
際
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
福
沢
関
係
文
書

福
沢
諭
吉
と
慶
應
義
塾
』
全
二
四
〇
巻
（
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
、
一
九
八
八

―
九
八
）。

（
33
）
白
井
厚
監
修
『「
太
平
洋
戦
争
と
慶
應
義
塾
」
の
軌
跡
』（
二
〇
一
六
年
）、
二
九
六
頁
。

（
34
）
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
争
と
明
治
大
学
―
―
明
治
大
学
の
学
徒
出
陣
・
学
徒
勤
労
動
員
―
―
』（
明
治
大
学
、
二
〇
一
〇

年
）
は
、
氏
名
を
省
略
し
て
戦
没
者
を
公
表
し
た
最
初
の
例
で
あ
ろ
う
。

（
35
）
筆
者
が
草
し
た
「
塾
史
展
示
室
（
仮
称
）
コ
ン
セ
プ
ト
案
」（
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
二
日
付
）
で
は
、
展
示
基
本
方
針
と
し
て
「
Ａ

福
沢
諭
吉
の
生
涯
と
、
Ｂ
慶
應
義
塾
の
歴
史
を
常
設
展
示
対
象
と
す
る
。」「
Ｃ
企
画
展
示
（
最
新
研
究
や
新
規
寄
贈
資
料
の
紹
介
、
周
年

行
事
（
ク
ラ
ブ
等
含
む
）
等
と
連
動
し
た
も
の
な
ど
）
の
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、
常
設
展
で
表
現
で
き
な
い
内
容
や
折
々
の
必
要
に
対
応
す

る
。」
と
あ
る
。

（
36
）
当
初
の
槇
事
務
所
案
で
は
、
外
光
を
取
り
入
れ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
が
、
遮
光
性
の
高
い
レ
ー
ス
の
上
に
、
さ
ら
に
遮
光
性
の
高

い
カ
ー
テ
ン
を
用
い
る
案
に
変
更
し
た
。
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
性
と
資
料
保
存
の
観
点
を
折
衷
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。

（
37
）
人
物
は
『
慶
應
義
塾
史
事
典
』（
慶
應
義
塾
、
二
〇
〇
八
年
）、『
福
沢
諭
吉
事
典
』（
慶
應
義
塾
、
二
〇
一
〇
年
）
の
人
物
項
目
収
録
者

を
基
礎
に
収
録
し
た
。

（
38
）
な
お
社
中W

H
O
’s
W
H
O

の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
慶
應
義
塾
大
学
Ｄ
Ｍ
Ｃ
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
たM

oSaIC

（D
igitalm

useum
for
context

netw
orking

）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
検
討
さ
れ
た
「
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
関
連
付
け
る
文
脈
表
現
の
デ
ジ
タ

学校史展示における節度と積極性
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ル
化
」（https://w

w
w
.dm
c.keio.ac.jp/projects/M

oSaIC/index.htm
l

）
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
た
。
特
に
、
筆
者
も
参
加
し
た
、
平
成

二
五
年
か
ら
二
九
年
度
に
か
け
て
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
文
化
財
コ
ン
テ
ン
ツ
の
デ
ジ

タ
ル
表
象
環
境
に
関
す
る
統
合
的
研
究
拠
点
の
形
成
」
を
活
か
し
て
い
る
（
成
果
報
告
書

https://w
w
w
.dm
c.keio.ac.jp/projects/com

p

leted/senryaku/senryaku201803.pdf

）。
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