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は
じ
め
に

　

皆
様
こ
ん
ば
ん
は
。
た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
戸
村
理
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
機
会
を
頂
戴
し
大
変
恐

縮
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
教
育
学
・
教
育
社
会
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、
と
く
に
大
学
・
高
等
教
育
を
め
ぐ
る
現
代
的
課
題
に
関
し
て
、

歴
史
的
視
点
か
ら
大
学
・
高
等
教
育
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
大
学
経
営
は
、
大
学
関
係
者
の
み
な
ら
ず
社
会
一
般
の
大
き
な
関

心
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
そ
の
現
代
的
課
題
を
歴
史
的
課
題
と
捉
え
、「
歴
史
の
な
か
の
私
立
大
学
経
営
と
早
稲
田
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
今
回
お
声
が
け
い
た
だ
い
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
内
容
に
進
む
前
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
先
程
大
日
方
純
夫
所
長
の
ご
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
、
拙
著
に
つ

〔
第
四
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
講
演
録
〕

歴
史
の
な
か
の
私
立
大
学
経
営
と
早
稲
田

戸　

村　
　
　

理
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い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
の
学
位
論
文
の
主
題
は
「
近
代
日
本
に
お
け
る
私
立
高
等
教
育
機
関
の
経
営
と
財
務
」
で
し
た
。

修
士
論
文
で
「
大
コ
ケ
」
し
、
彷
徨
っ
て
い
た
私
に
は
、
大
学
の
経
営
に
関
す
る
一
次
史
料
が
不
可
欠
で
し
た
。
貴
セ
ン
タ
ー
に
は
多
く

の
一
次
史
料
が
、
良
好
な
保
存
状
態
か
つ
経
年
で
、
さ
ら
に
は
目
録
も
整
っ
た
状
態
で
管
理
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
私
の
よ
う
な
関

係
者
で
も
卒
業
生
で
も
な
い
一
介
の
大
学
院
生
に
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。『
早
稲
田
学
報
』
所
載
の
「
早
稲
田
大
学
報
告
」

を
用
い
れ
ば
、
早
稲
田
大
学
の
各
年
度
の
経
営
の
概
要
を
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
で
す
が
そ
れ
だ
け
で
は
私
立
大
学
経

営
の
歴
史
の
核
心
を
掴
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
学
経
営
を
財
務
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
今
も
昔
も
「
人
件
費
」
が
大
き
な
ウ
ェ
イ

ト
を
占
め
ま
す
。
し
た
が
っ
て
人
件
費
の
細
部
の
実
態
把
握
を
可
能
と
す
る
一
次
史
料
が
不
可
欠
な
わ
け
で
す
。
貴
セ
ン
タ
ー
に
は
『
教

員
俸
給
原
簿
』
や
『
職
員
俸
給
台
帳
』、『
講
師
別
受
持
時
間
簿
』
や
『
教
員
受
持
学
科
等
調
』
と
い
っ
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

前
者
は
文
字
通
り
、
当
時
の
早
稲
田
大
学
教
職
員
の
給
与
帳
簿
で
す
。
基
本
給
（
俸
給
）
の
他
に
も
細
か
く
記
載
が
あ
っ
て
、
教
職
員
の

親
睦
を
目
的
に
発
足
し
た
温
交
会
会
費
や
、
弁
当
代
、
香
典
、
大
学
へ
の
寄
付
金
等
が
天
引
き
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
。
他

方
で
後
者
に
は
、
教
員
の
担
当
授
業
科
目
や
、
今
で
言
え
ば
授
業
コ
マ
数
に
相
当
す
る
週
あ
た
り
の
担
当
時
間
数
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
史
料
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
戦
前
期
私
立
大
学
教
職
員
の
処
遇
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
と
く
に
教
員
に
限
っ
て
は
処
遇

と
負
担
の
関
係
性
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
日
本
の
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
に
お
い
て
戦
前
期
私
立
大
学
教
職
員
給

与
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
貴
セ
ン
タ
ー
が
こ
う
し
た
一
次
史
料
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
保
管
し
、

し
か
も
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
今
な
お
感
謝
し
て
も
感
謝
し
き
れ
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

次
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
私
が
勝
手
に
「
大
学
経
営
史
」
研
究
の
先
達
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
二
人
の
早
稲
田
大
学
の
先
生

で
す
。
一
人
は
小
松
芳
喬
先
生
で
、
も
う
一
人
は
染
谷
恭
次
郎
先
生
で
す
。
小
松
先
生
は
、『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
一
五
巻
で
「
逍

遥
の
授
業
負
担
と
処
遇
」
と
い
う
論
文
を
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。「
早
稲
田
の
教
壇
に
お
け
る
授
業
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
時
間
的
負
担
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を
逍
遥
に
与
え
た
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
、
早
稲
田
は
物
質
的
に
ど
の
程
度
酬
ゆ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」

と
あ
り
、
負
担
と
処
遇
と
の
関
係
と
い
う
枠
組
み
の
下
、
坪
内
逍
遥
に
限
定
し
て
、
先
程
の
一
次
史
料
を
組
み
合
わ
せ
て
、
当
時
の
早
稲

田
大
学
教
員
と
し
て
の
逍
遥
の
経
済
的
実
態
を
解
明
し
て
い
ま
す
。

　

染
谷
先
生
は
、『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
の
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
財
政
・
財
務
部
分
を
執
筆
さ
れ
、『
財
政
か
ら
見
た
早
稲
田
大

学
│
│
明
治
・
大
正
・
昭
和
』
を
上
梓
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
専
門
と
す
る
教
育
学
・
教
育
社
会
学
の
歴
史
研
究
で
は
、
財
政
制
度
研
究

は
少
な
く
、
個
別
機
関
を
対
象
と
し
た
財
務
研
究
は
な
お
さ
ら
で
し
た
。
数
多
く
あ
る
大
学
沿
革
史
に
お
い
て
財
務
に
言
及
し
た
も
の
の

う
ち
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
評
価
に
耐
え
得
る
水
準
の
も
の
は
、
極
め
て
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
染
谷
先
生
は
、
当
時
の

教
育
学
者
・
教
育
社
会
学
者
、
ま
た
は
大
学
（
史
）・
高
等
教
育
（
史
）
研
究
者
が
取
り
組
ま
ず
に
い
た
大
学
の
財
政
・
財
務
の
歴
史
研
究

に
お
い
て
、
本
格
的
研
究
を
な
さ
れ
た
方
で
し
た
。
小
松
先
生
、
染
谷
先
生
な
く
し
て
私
は
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
の
内
容
の
問
題
関
心
で
す
。
冒
頭
に
述
べ
た
大
学
経
営
と
い
う
課
題
は
、
現
代
的
課
題
で

あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
十
分
な
基
本
財
産
を
持
た
ず
に
授
業
料
収
入
に
依
存
す
る
形
で
誕
生
し
た
日
本
の
私
立
大

学
は
、
と
く
に
そ
の
傾
向
が
強
い
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
日
本
の
大
学
史
・
高
等
教
育
史
を
振
り
返
っ
た
際
に
わ
が
国
私
立
大
学
の
代
表

機
関
と
も
言
え
る
早
稲
田
大
学
で
は
、
資
金
を
焦
点
と
す
る
大
学
経
営
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
き
た
の
か
。
専
門
学
校
令
（
一

九
〇
三
）
や
大
学
令
（
一
九
一
八
）
が
公
布
・
施
行
さ
れ
る
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
と
い
う
時
期
は
、
各
機
関
で
も
大
学
経
営
体
と
し
て
の

制
度
化
・
組
織
化
が
進
ん
だ
時
代
で
す
。
理
想
と
す
る
教
育
環
境
を
実
現
す
る
に
は
多
く
の
資
金
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
使
え
る
資
金

は
限
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
教
育
と
財
務
の
相
克
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
た
の
か
。
そ
の
歴
史
的
過
程
を
、
資
金
の
調

達
と
配
分
と
い
っ
た
観
点
を
中
心
に
、
大
学
経
営
に
貢
献
し
た
専
門
職
人
材
の
事
例
に
つ
い
て
も
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
言
及
し
な
が
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ら
、
理
解
を
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

内
容
の
構
成
で
す
が
、
ま
ず
日
本
に
お
け
る
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
の
研
究
動
向
を
簡
単
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の

上
で
戦
前
期
、
具
体
的
に
は
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
の
早
稲
田
の
経
営
行
動
を
、
四
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
ま
す
。
第

一
は
学
生
募
集
、
第
二
は
資
金
調
達
の
視
点
か
ら
寄
付
金
募
集
、
第
三
は
資
金
配
分
の
視
点
か
ら
教
員
給
与
管
理
、
そ
し
て
第
四
は
大
学

経
営
の
専
門
職
人
材
の
視
点
か
ら
当
時
の
学
生
の
就
職
指
導
に
つ
い
て
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
早
稲
田
大
学
の
実
態
を
よ
り

リ
ア
ル
に
把
握
で
き
る
よ
う
、
常
に
比
較
対
象
と
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
私
学
の
雄
、
慶
應
義
塾
大
学
と
部
分
的
で
は
あ
り
ま
す
が
比
較
し

な
が
ら
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
そ
れ
ら
の
知
見
を
ま
と
め
た
上
で
、
先
達
が
述
べ
た
「
私
立
大
学
経
営 

永
遠
の
課
題
」
に

つ
い
て
検
討
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
の
動
向

　

日
本
の
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
で
す
が
、
研
究
組
織
の
点
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
大
学
史
研
究
会
の
発
足
に
よ
り
本
格
化
し
ま

し
た
。
大
学
・
高
等
教
育
研
究
は
、
同
研
究
会
に
よ
る
歴
史
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
以
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
ま
さ
に
知
の
ア
ゴ
ラ
と
い
っ
た
状
態
で
研
究
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
の
展
開
は
、
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
い
わ
ゆ
る
大
学
・
高
等
教
育
を
対
象
と
し
た

研
究
者
個
人
の
関
心
に
基
づ
い
た
歴
史
研
究
で
す
。
も
う
一
つ
は
学
校
史
・
沿
革
史
と
い
っ
た
個
別
機
関
を
対
象
と
し
た
歴
史
研
究
で
す
。

こ
れ
は
ま
さ
に
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
進
め
ら
れ
て
い
る
研
究
で
す
。
両
方
と
も
す
で
に
数
多
く
の
レ
ビ
ュ
ー
論
文
が
発

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
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前
者
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
の
研
究
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
制
度
・
政
策
を
扱
っ
た
論
文
が
多
く
を
占
め
ま
す
。
近
代
日
本

に
お
け
る
大
学
は
、
国
家
・
政
府
の
設
置
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
文
部
省
（
文
部
科
学
省
）
の
動
向
を
注
視
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
は
、
や
む
を
得
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
財
務
・
経
営
に
関
し
て
は
研
究
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
帝
国
大
学
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
財
政
制
度
や
個
別
機
関
の
財
務
実
態
等
に
関
す
る
研
究
が
、
あ
る
程
度
は
進
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
私
立
大
学
を
対
象
と
し
た
も
の
は
、「
私
学
経
営
モ
デ
ル
」
と
い
っ
た
文
言
で
簡
単
に
括
ら
れ
、
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。
と
い
う
の
も
戦
前
の
私
立
大
学
に
は
、
一
部
の
大
学
や
突
発
的
な
出
来
事
を
除
き
、
国
家
に
よ
る
補
助
が

な
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
基
本
的
に
授
業
料
収
入
を
唯
一
最
大
の
財
源
と
し
て
、
低
コ
ス
ト
、
つ
ま
り
自
然
科
学
系
で
な
く
人
文
社
会
系

の
学
部
学
科
構
成
と
し
、
大
学
部
本
科
よ
り
も
予
科
や
専
門
部
と
い
っ
た
課
程
に
多
く
の
学
生
の
入
学
を
認
め
、
一
教
員
一
教
室
あ
た
り

の
学
生
収
容
数
を
極
力
多
く
し
て
、
し
か
も
非
常
勤
教
員
に
依
存
す
る
「
低
コ
ス
ト
」
の
経
営
形
態
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
枠

組
み
＝
モ
デ
ル
が
一
般
と
さ
れ
た
た
め
、
分
析
の
視
点
が
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
分
析
や
、
も
っ
と
細
部
、
具
体
的
に
は
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
部
分
に
ま
で
分
析
の
視
点
が
展
開
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

教
育
や
研
究
、
教
員
に
つ
い
て
も
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
学
部
本
科
・
予
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
分
析
、
講
座
制
、
学
術

支
援
体
制
、
大
学
拡
張
運
動
、
大
学
教
授
職
研
究
な
ど
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
で
は
ま
と
ま
っ
た
研
究
の
成
果
が
あ
り
ま
す
。
で
す
が
教
育

や
研
究
の
内
容
や
組
織
・
体
制
な
ど
の
具
体
的
な
中
身
に
関
し
て
は
、
総
じ
て
研
究
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

他
方
で
も
う
一
つ
の
学
校
史
・
沿
革
史
で
す
。
第
一
回
セ
ミ
ナ
ー
で
ご
講
演
さ
れ
た
西
山
伸
先
生
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
戦
後

い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
以
降
は
減
少
傾
向
と
刊
行
形
態
の
変
容
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
沿
革
史
の
記
載
内
容

は
、
野
間
教
育
研
究
所
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
学
校
沿
革
史
研
究
部
会
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

に
よ
る
と
記
述
が
多
い
項
目
は
、
前
身
校
や
創
設
経
緯
、
各
機
関
の
制
度
や
組
織
だ
そ
う
で
す
。
他
方
で
記
述
の
少
な
い
項
目
は
、
教
育
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の
中
身
、
入
試
や
研
究
、
戦
争
や
学
園
紛
争
、
建
築
物
を
含
め
た
キ
ャ
ン
パ
ス
、
そ
し
て
経
理
関
係
だ
そ
う
で
す
。

　

以
上
、
日
本
に
お
け
る
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
の
研
究
動
向
を
、
簡
単
に
で
す
が
見
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
直
近
の
様
子
も
見
て

お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
す
が
、
学
術
論
文
と
い
う
点
で
は
、
残
念
な
が
ら
実
は
低
調
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
い
う

の
も
教
育
学
系
の
主
要
学
会
誌
の
一
般
投
稿
論
文
と
し
て
、
大
学
史
・
高
等
教
育
史
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
在
は
少
な
い
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
で
は
掲
載
先
は
ど
こ
か
と
い
え
ば
、
主
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
文
書
館
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
等
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
紀
要
類
で
す
。

こ
れ
ら
は
目
に
つ
か
な
い
こ
と
も
多
く
、
沿
革
史
研
究
も
含
め
て
大
学
史
・
高
等
教
育
史
研
究
は
、
残
念
な
が
ら
内
へ
内
へ
と
向
か
う
傾

向
に
あ
る
と
い
っ
た
批
判
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
の
も
一
方
で
は
実
態
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

長
く
な
り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
日
本
の
大
学
・
高
等
教
育
の
歴
史
像
を
端
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
国
家
の
庇
護
の
下
に
あ
り
少
数

の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
官
立
を
中
心
軸
に
、
マ
ス
と
し
て
の
大
量
の
学
生
を
受
け
入
れ
る
量
的
機
能
を
担
っ
た
私
学
か
ら
な
る
二
元
二
層

的
で
硬
直
的
な
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
先
行
研
究
か
ら
は
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
大
学
史
・
高
等
教
育
史
の
共
通
理
解
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
発
表
の
内
容
で
あ
る
財
政
・
財
務
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
に

苦
し
ん
で
い
た
の
は
私
学
だ
け
で
な
く
帝
国
大
学
も
同
様
で
し
た
。
例
え
ば
す
で
に
、
明
治
一
〇
年
代
に
は
大
学
基
金
設
立
要
求
を
行
い
、

明
治
二
二
年
頃
に
も
帝
国
大
学
独
立
案
（「
帝
国
大
学
独
立
案
試
考
」「
帝
国
大
学
組
織
私
案
」）
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
基
本
財
産
案
（
国
庫

か
ら
基
本
財
産
と
し
て
数
百
万
円
を
措
置
し
、
利
子
収
入
で
運
営
）、
法
人
案
（
法
人
化
に
よ
り
議
会
の
予
算
審
議
の
枠
外
で
、
政
府
が
経
常
費
を
一
定

額
付
与
）、
帝
室
費
案
（
帝
室
費
か
ら
大
学
予
算
を
支
出
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
案
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
局
ど
れ
も
実
現
は
叶
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
な
お
後
に
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
に
よ
っ
て
東
京
・
京
都
の
二
つ
の
帝
国
大
学
は
定
額
支
出
金
制
度
に
移
行
し
ま
し
た
。
で
す

が
定
額
制
は
教
育
研
究
の
拡
充
・
発
展
と
い
う
大
学
の
本
来
的
性
質
に
馴
染
む
も
の
で
は
な
く
、
羽
田
貴
史
先
生
の
論
文
（
一
九
八
三
）

に
よ
れ
ば
、
定
額
支
出
金
制
度
は
政
府
支
出
金
の
抑
制
と
大
学
の
「
経
営
」
努
力
を
要
求
す
る
も
の
に
し
か
成
り
得
ず
、
一
九
二
五
年
の
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大
学
特
別
会
計
法
改
正
に
よ
り
定
額
制
の
廃
止
へ
と
進
む
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

帝
国
大
学
が
こ
の
よ
う
な
実
態
で
す
か
ら
、
私
立
大
学
は
よ
り
深
刻
で
す
。
先
程
申

し
上
げ
た
と
お
り
、
恒
常
的
財
政
難
で
、
文
系
学
部
に
偏
り
、
授
業
料
収
入
依
存
。
そ

し
て
予
科
に
た
く
さ
ん
の
学
生
を
収
容
さ
せ
る
こ
と
で
得
た
授
業
料
収
入
を
本
科
に
流

用
し
、
本
科
の
教
育
条
件
を
引
き
上
げ
る
と
い
っ
た
内
部
補
助
方
式
も
取
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
専
任
教
員
で
な
く
非
常
勤
教
員
に
依
存
し
て
低
コ
ス
ト
と

し
、
校
舎
や
図
書
館
等
の
教
育
研
究
環
境
の
改
善
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
で
し
た
。

　

表
１
は
、
二
時
点
で
の
東
京
帝
大
、
早
稲
田
、
慶
應
の
収
支
規
模
を
表
し
た
も
の
で

す
。
東
京
帝
大
は
、
政
府
補
助
金
が
収
入
の
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

対
し
て
早
稲
田
の
授
業
収
入
依
存
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
東
京
帝
大
は
も
ち
ろ

ん
、
慶
應
と
比
較
し
て
も
明
ら
か
で
す
。
慶
應
は
医
学
部
設
置
に
伴
い
附
属
病
院
も
設

置
し
ま
す
が
、
病
院
経
営
が
う
ま
く
い
く
こ
と
で
財
務
構
造
が
変
わ
り
ま
し
た
。
財
務

構
造
全
体
で
み
れ
ば
、
授
業
料
収
入
の
ウ
ェ
イ
ト
が
下
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
方
の

早
稲
田
は
自
然
科
学
系
学
部
に
関
し
て
は
医
学
で
は
な
く
、
理
工
科
を
設
置
し
ま
す
。

理
工
科
設
置
に
よ
り
授
業
料
収
入
も
順
調
に
増
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
人
件

費
支
出
も
増
え
、
相
対
的
に
財
務
構
造
が
圧
迫
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
表
２
に
は
、
分

析
期
間
に
お
け
る
早
稲
田
と
慶
應
の
収
支
状
況
を
一
覧
に
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
間
、

慶
應
は
一
貫
し
て
収
支
差
額
が
収
入
超
過
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
早
稲
田
で
は
大
正

表１　東京帝国大学・早稲田・慶應の財務構造（円）
東京帝国大学 早稲田 慶　應

1903 1926 1903 1926 1903 1926
政府補助金 798,494 78％ 4,527,837 53％
授業料収入等 75,285 7％ 675,897 8％ 76,359 78％ 1,329,508 88％ 64,951 51％ 1,124,885 42％
病院収入等 91,657 9％ 1,555,030 18％ 1,479,602 55％
その他 63,500 6％ 1,865,269 22％ 21,864 22％ 179,793 12％ 62,659 49％ 61,899 2％
収入計 1,028,936 100％ 8,624,033 100％ 98,223 100％ 1,509,302 100％ 127,610 100％ 2,666,385 100％

人件費等 446,711 45％ 2,784,678 37％ 48,924 52％ 1,013,021 67％ 59,489 47％ 1,270,736 48％
病院支出等 214,614 22％ 1,113,698 15％ 581,661 22％
その他 336,040 34％ 3,630,357 48％ 40,259 43％ 489,412 32％ 48,669 38％ 706,927 27％
剰余金 4,520 5％ 6,869 0.5％ 19,451 15％ 107,061 4％
支出計 997,365 100％ 7,528,733 100％ 93,703 100％ 1,509,302 100％ 127,610 100％ 2,666,385 100％

注　東京帝国大学は経常部と臨時部とを合算した金額である。授業料収入等には試験料・検定料や入学料等を含む。
出典　『東京大学百年史』（資料三）及び『日本帝国文部省年報』各年度の他、戸村（2017）より発表者作成。
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期
に
入
っ
て
も
し
ば
し
ば
支
出
超
過
の

状
態
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
支
出
超
過
だ

か
ら
と
い
っ
て
「
悪
い
」
と
判
断
す
る

の
は
早
計
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

こ
の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が

重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り

大
学
の
経
営
と
は
教
育
研
究
機
能
の
質

的
向
上
と
財
務
の
健
全
性
と
を
い
か
に

成
し
遂
げ
る
か
、
そ
れ
に
尽
き
る
か
と

思
い
ま
す
。
当
時
の
時
代
状
況
で
は
、

研
究
機
能
の
ウ
ェ
イ
ト
は
ま
だ
相
対
的

に
低
か
っ
た
の
で
、
教
育
条
件
と
財
務

条
件
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
で
す
。
恒

常
的
財
政
難
に
あ
っ
て
、
早
稲
田
は
ど

の
よ
う
な
経
営
行
動
を
と
っ
て
そ
の
折

り
合
い
を
成
し
遂
げ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
で
は
四
つ
の
観
点
か
ら
早

稲
田
の
経
営
行
動
を
見
て
い
き
た
い
と

表２　早慶両校の経常収支（1903～1926）

年

早稲田 慶　應
総収入

B/A

総支出

D/C

収支
差額

総収入

B/A

総支出

D/C

収支
差額内学納金 内総人件費 内学納金 内総人件費

A B C D A B C D
1903 98,223 76,359 78％ 93,703 48,924 52％ 4,520 127,610 64,951 51％ 108,158 59,489 55％ 19,451
1904 119,368 97,767 82％ 110,010 74,233 67％ 9,358 140,719 75,466 54％ 118,767 68,489 58％ 21,952
1905 155,624 119,176 77％ 163,915 91,594 56％ -8,291 140,770 76,964 55％ 126,047 71,032 56％ 14,723
1906 187,860 148,053 79％ 171,417 109,211 64％ 16,443 171,558 97,309 57％ 150,036 85,813 57％ 21,521
1907 195,931 170,096 87％ 187,882 128,271 68％ 8,048 201,864 131,405 65％ 198,633 106,103 53％ 3,231
1908 191,304 169,122 88％ 206,260 131,736 64％ -14,956 232,432 149,417 64％ 214,252 130,156 61％ 18,180
1909 184,446 170,242 92％ 190,730 128,197 67％ -6,285 247,413 166,776 67％ 225,518 142,279 63％ 21,895
1910 181,197 165,462 91％ 189,251 127,805 68％ -8,054 250,516 168,334 67％ 239,237 147,828 62％ 11,279
1911 188,832 167,491 89％ 212,332 142,379 67％ -23,500 261,025 175,532 67％ 231,314 146,967 64％ 29,711
1912 206,873 191,216 92％ 211,762 151,595 72％ -4,889 281,487 196,561 70％ 246,663 159,249 65％ 34,824
1913 243,427 223,164 92％ 243,426 170,729 70％ 1 295,629 207,529 70％ 261,127 171,308 66％ 34,502
1914 277,473 262,750 95％ 261,136 181,373 69％ 16,337 277,926 212,423 76％ 256,543 175,658 68％ 21,383
1915 311,731 294,289 94％ 273,509 190,587 70％ 38,222 284,162 216,715 76％ 256,405 182,545 71％ 27,757
1916 335,398 322,064 96％ 333,009 209,903 63％ 2,389 297,444 234,134 79％ 270,147 193,417 72％ 27,297
1917 370,575 356,842 96％ 366,097 227,924 62％ 4,479 345,726 264,353 76％ 337,226 226,896 67％ 8,500
1918 404,687 384,003 95％ 377,647 253,767 67％ 27,045 439,324 304,403 69％ 426,710 263,244 62％ 12,614
1919 479,050 426,056 89％ 476,161 329,923 69％ 2,889 673,421 391,970 58％ 649,627 344,977 53％ 23,794
1920 810,278 731,915 90％ 795,431 544,241 68％ 14,847 1,326,132 591,853 45％ 1,205,270 461,268 38％ 120,861
1921 947,418 867,547 92％ 972,846 632,814 65％ -25,429 1,930,586 663,838 34％ 1,765,232 529,255 30％ 165,353
1922 1,096,420 1,016,691 93％ 1,092,751 763,501 70％ 3,669 2,171,338 734,505 34％ 1,993,383 612,327 31％ 177,955
1923 1,114,893 1,023,118 92％ 1,126,392 792,475 70％ -11,499 2,259,353 876,825 39％ 2,115,411 1,069,880 51％ 143,942
1924 1,218,444 1,121,431 92％ 1,201,106 862,263 72％ 17,338 2,600,466 920,898 35％ 2,392,872 1,129,502 47％ 207,594
1925 1,384,556 1,252,053 90％ 1,402,680 1,001,950 71％ -18,124 2,670,708 995,248 37％ 2,423,540 1,179,299 49％ 247,168
1926 1,509,302 1,385,295 92％ 1,502,432 1,028,188 68％ 6,869 2,666,385 1,124,885 42％ 2,559,324 1,270,736 50％ 107,061

注１　慶應義塾の収支決算表のうち、部門別会計が実施されていた期間はそれらの勘定を合算した。
注２  　早稲田では染谷（1992, pp.8-9）も指摘するように、借入金や預り金が収入費目として処理されており、現在の

会計処理と異なる部分が散見されるため修正を行った。
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思
い
ま
す
。

早
稲
田
と
慶
應
の
学
生
募
集

　

戦
前
期
早
稲
田
の
経
営
行
動
を
見
る
第
一
は
、
学
生
募
集
の
観
点
で
す
。
慶
應
と
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
き
ま
す
。
表
３
は
、
分
析
期

間
に
お
け
る
早
慶
両
校
の
各
部
門
・
課
程
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
変
遷
を
遂
げ
る
中
で
、
両
校
の
学
生
数
は
、
一
九
〇

三
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
、
早
稲
田
全
体
で
は
三
、
六
九
九
人
か
ら
一
四
、
二
五
八
人
と
約
三
・
九
倍
、
慶
應
全
体
で
は
二
、
二

〇
五
人
か
ら
一
〇
、
三
六
八
人
と
約
四
・
七
倍
に
も
増
え
て
い
ま
す
。
重
要
な
の
は
こ
の
規
模
拡
大
の
「
内
訳
」
が
異
な
る
こ
と
で
す
。

　

図
１
よ
り
早
稲
田
は
、
大
学
部
と
高
等
予
科
・
学
院
の
学
生
数
が
機
関
全
体
に
占
め
る
割
合
が
（
図
中
の
▲
線
）、
一
九
〇
三
年
に
七
一
・

五
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
二
六
年
に
は
四
四
・
七
％
ま
で
低
下
し
ま
す
。
他
方
で
そ
れ
ら
の
部
門
を
除
い
た
専
門
部
以
下
の
課
程
が
機

関
全
体
に
占
め
た
割
合
（
図
中
の
そ
の
他
合
計
／
機
関
全
体
）
は
、
同
年
で
二
八
・
五
％
か
ら
五
五
・
三
％
へ
と
増
加
し
ま
す
。
一
方
の
慶

應
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
慶
應
で
は
本
科
と
予
科
か
ら
な
る
大
学
部
が
機
関
全
体
に
占
め
た
割
合
は
、
三
〇
・
九
％
か
ら
五
七
・
七
％
へ

と
増
加
し
、
同
様
に
し
て
そ
の
他
合
計
が
機
関
全
体
に
占
め
た
割
合
は
、
六
九
・
一
％
か
ら
四
二
・
〇
％
へ
と
減
少
し
ま
す
。
す
な
わ
ち

授
業
料
収
入
に
直
結
す
る
学
生
数
に
関
し
て
機
関
全
体
か
ら
見
た
場
合
、
早
稲
田
は
大
学
部
門
以
外
の
学
生
数
を
多
く
収
容
す
る
傾
向
と

な
っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
慶
應
で
は
大
学
部
門
の
学
生
を
多
く
収
容
す
る
よ
う
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
部
門
別
の

経
費
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
学
生
募
集
は
資
金
の
調
達
に
も
関
係
す
る
わ
け
で
、
早
稲
田
と
慶
應
と
の
考
え
方

の
差
異
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
度
は
大
学
部
だ
け
に
注
目
し
、
学
科
別
に
学
生
数
の
違
い
を
み
ま
す
。
図
２
に
よ
る
と
、
早
稲
田
で
は
商
学
部
に
学
生
数
の
大
き
な
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表３　早慶両校の各部門・課程の変遷
大学部設置時
早稲田：1902年
慶　應：1890年

専門学校令
1903年

大学令
1920年

早
稲
田

大学部
　政経・法・文
高等予科
専門部
政学部・文学部
研究科

大学部
　政経・法・文・商
高等予科
　第一・第二・第三・第四
専門部
高等師範部
文学部
研究科

大学
　大学院
　政経・法・文・商・理工
早稲田高等学院
　文科・理科
専門部
　政経・法・商・高等師範
高等師範部
早稲田工手学校

慶　

應

大学部
　文・法・理財
普通部
　正科・別科
幼稚舎

大学部
　本科：文・理財・法・政
　予科
普通部
幼稚舎
商業学校
商工学校

大学
　大学院
　文・経済・法・医
　予科（第一・第二）
普通部
幼稚舎
商業学校
商工学校
医学部附属看護婦養成所

出典　『早稲田学報』及び『慶應義塾学報』・『三田評論』各年度より発表者作成。
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図１　早慶両校の学生数の推移（部門別：左が早稲田、右が慶應）
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図２　早慶両校の学生数の推移（大学部学科別：左が早稲田、右が慶應）
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変
動
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
正
末
期
に
な
る
と
学
科
間
で
学
生
数
の
差
が
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
他
方
で
慶
應

は
早
稲
田
と
同
様
に
複
数
の
学
科
を
設
置
し
て
い
ま
す
が
、
殆
ど
の
学
生
は
理
財
科
（
後
の
経
済
学
部
）
に
在
籍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
一
つ
の
学
科
に
集
中
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
学
生
募
集
に
お
い
て
規
模
拡
大
と
い
う
共
通
事
象
が
観
察
さ
れ
ま
す
が
、

早
稲
田
で
は
大
学
部
門
よ
り
も
大
学
と
併
存
し
た
専
門
部
や
そ
れ
以
外
の
課
程
、
す
な
わ
ち
「
ヨ
コ
」
で
学
生
数
増
を
成
し
遂
げ
、
大
学

部
門
で
は
学
科
間
格
差
を
是
正
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
慶
應
で
は
「
ヨ
コ
」
の
部
分
で
は
な
く
、
幼
稚
舎
・
普
通
部
・
大
学
部
と
い
っ

た
一
貫
教
育
す
な
わ
ち
「
タ
テ
」
を
重
視
し
、
と
り
わ
け
機
関
全
体
で
は
大
学
部
門
に
多
く
の
学
生
数
を
収
容
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

大
学
部
門
で
は
理
財
科
に
一
極
集
中
し
て
学
生
数
増
を
成
し
遂
げ
た
実
態
が
理
解
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
学
生
募
集
に
お
い
て
早
稲
田

と
慶
應
と
で
は
、
機
関
全
体
、
大
学
部
門
と
そ
の
課
程
で
異
な
る
経
営
行
動
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

早
稲
田
と
慶
應
の
寄
附
金
募
集

　

次
は
資
金
調
達
に
つ
い
て
寄
附
金
募
集
で
す
。
授
業
料
収
入
だ
け
で
は
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
基
盤
整
備
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

早
稲
田
大
学
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
寄
附
募
集
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
表
４
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
全
国
的
規
模
で
実

施
さ
れ
、
比
較
的
高
額
の
寄
附
金
を
募
っ
た
事
業
に
限
定
し
て
、
そ
の
目
的
・
計
画
・
実
績
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
す
。
目
的
を
見
る
と
、

第
一
期
基
金
及
び
第
二
期
基
金
は
、
早
稲
田
大
学
が
ま
さ
に
実
質
的
な
「
私
立
大
学
」
と
し
て
、
大
学
部
の
設
置
や
自
然
科
学
系
学
科
の

設
置
、
そ
し
て
施
設
設
備
の
充
実
を
目
的
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
御
即
位
大
典
紀
念
事
業
計
画
（
以
後
、
御
即
位
事
業
）
は
、
大

正
天
皇
即
位
を
契
機
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
研
究
設
備
面
の
充
実
に
資
す
る
資
金
の
獲
得
が
目
的
で
し
た
。
や
や
趣
を
異
に
す
る
の
が

一
九
一
九
年
に
実
施
さ
れ
た
大
学
基
金
募
集
で
す
。
大
学
令
に
基
づ
く
私
立
大
学
昇
格
に
際
し
て
、
政
府
は
大
学
に
は
複
数
の
学
部
を
置
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く
こ
と
を
常
例
と
し
（
第
二
条
）、
私
立
大
学
は
財
団
法
人
た
る
こ
と
を

要
し
（
第
六
条
）、
そ
の
財
団
法
人
に
は
大
学
と
し
て
必
要
な
設
備
と
そ

れ
に
必
要
な
資
金
、
そ
し
て
大
学
運
営
の
維
持
に
必
要
な
収
入
を
生
じ

る
基
本
財
産
を
有
す
事
を
求
め
、
そ
の
基
本
財
産
は
現
金
、
国
債
、
文

部
大
臣
の
定
め
る
有
価
証
券
で
国
庫
に
供
託
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま

し
た
（
第
七
条
）。
こ
の
供
託
金
の
金
額
で
す
が
、
一
大
学
（
一
学
部
）

で
五
〇
万
円
と
さ
れ
、
一
学
部
追
加
に
つ
き
さ
ら
に
一
〇
万
円
の
供
託

が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
早
稲
田
の
場
合
で
す
と
総
額
九
〇
万
円

が
必
要
で
し
た
。
大
学
令
が
制
定
さ
れ
た
の
は
一
九
一
八
年
で
す
が
、

一
九
一
八
│
一
九
一
九
年
度
の
早
稲
田
の
収
入
総
額
は
約
四
八
万
円
で

し
た
。
し
た
が
っ
て
年
間
の
収
入
の
約
二
倍
の
資
金
が
急
遽
必
要
と

な
っ
た
わ
け
で
、
毎
年
、
経
常
収
支
に
余
裕
が
な
く
（
表
２
）、
さ
し

た
る
剰
余
金
も
な
か
っ
た
早
稲
田
で
は
、
こ
の
供
託
金
を
浄
財
に
よ
っ

て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

　

各
事
業
の
計
画
と
実
績
と
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
目
標
額
で
す

が
、
そ
も
そ
も
そ
の
設
定
額
が
妥
当
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
第
二
期
基
金
に
つ
い
て
は
当
初
、
理
工
科
と
医
科
の
両
方
を

設
置
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
結
局
は
各
種
の
条
件
に
鑑
み
て
医

表４　早稲田の寄附募集事業の概要

基本資金募集
（第一期基金）

第二期計画
（第二期基金）

御即位大典
紀念事業計画 大学基金募集

開始年 1901年 1907年 1915年 1919年

目的 大学部の設置
施設設備の拡充

理工科医科設置
施設設備の拡充 研究設備の充実 大学昇格資金

目標額
A 30万円 150万円 当初：30万円

最終：50万円以上 150万円

申込額
B

262,722円
（1909年）

994,378円
（1919年）

632,861円
（1919年）

1,019,280円
（1920年）

実収額
C

228,258円
（1909年）

705,811円
（1919年）

575,386円
（1919年） ─

申込者数 1,563人
（1881年）

2,747人
（1919年）

1,445人
（1919年）

109人
（1920年）

回収率
C／ B 86.9％ 75.5％ 90.9％ ─

達成率
C／ A 76.1％ 50.1％ 115.1％ ─
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科
よ
り
も
理
工
科
設
置
を
優
先
し
た
わ
け
で
す
が
、
私
立
大
学
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
相
当
程
度
の
水
準
で
両
学
科
を
設
置
す
る
に

は
、
目
標
額
と
し
て
は
あ
ま
り
に
少
額
で
あ
っ
た
感
が
否
め
ま
せ
ん
。

　

寄
附
募
集
事
業
の
評
価
は
、
目
標
額
、
申
込
額
、
実
収
額
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
上
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
早
稲
田

で
は
、
申
込
額
が
目
標
額
を
上
回
っ
た
の
は
、
目
標
額
を
上
方
修
正
し
た
御
即
位
事
業
の
み
で
し
た
。
ま
た
当
時
は
実
際
に
寄
附
を
申
し

込
ん
で
も
未
払
い
の
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
回
収
率
（
実
収
額
／
申
込
額
）
を
見
る
と
、
九
〇
・
九
％
が
最
高
と
な
っ

て
い
て
、
第
二
期
基
金
で
は
七
五
・
五
％
に
留
ま
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
当
初
の
目
標
に
対
し
て
達
成
率
（
実
収
額
／
目
標
額
）
を
見
る
と
、

当
然
な
が
ら
御
即
位
事
業
の
大
成
功
と
、
第
二
期
基
金
の
苦
戦
が
明
ら
か
で
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
第
二
期
基
金
を
実
施
し
た
一
九
〇
七

年
は
、
日
露
戦
争
後
の
不
況
（
戦
後
不
況
・
明
治
四
〇
年
恐
慌
）
に
よ
っ
て
財
界
は
未
曾
有
の
不
況
に
苛
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

経
済
状
況
に
あ
っ
て
も
こ
れ
だ
け
の
寄
附
を
募
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
早
稲
田
だ
か
ら
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
慶
應
も
こ
の
間
、
五
回
の
寄
附
募
集
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
後
年
の
二
回
、
一
九
〇
六
年
に
実
施
し
た
創
立
五
〇
年

紀
年
図
書
館
建
設
募
集
（
目
標
額
三
〇
万
円
）
と
、
一
九
一
六
年
か
ら
実
施
し
た
医
学
科
化
学
科
設
立
資
金
募
集
（
目
標
額
当
初
百
万
円
、
後

に
三
百
万
円
）
で
は
、
と
も
に
回
収
率
・
達
成
率
が
九
〇
％
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
指
標
を
見
る
限
り
、
寄
附
募
集
事
業
に
お

け
る
成
功
度
は
慶
應
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
と
も
判
断
で
き
ま
す
。
当
時
、
慶
應
は
早
稲
田
と
比
べ
て
相
対
的
に
多
く
の
人
材
を
実
業
界
に

輩
出
し
て
い
ま
し
た
。
先
に
み
た
理
財
科
（
経
済
学
部
）
に
多
く
の
学
生
を
収
容
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
で
は
早
稲
田
で

は
ど
う
し
て
い
た
か
。
早
稲
田
で
は
大
隈
重
信
の
伝
手
で
渋
沢
栄
一
を
基
金
管
理
委
員
及
び
同
委
員
長
に
要
請
し
ま
し
た
。
基
金
管
理
委

員
長
と
し
て
の
渋
沢
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
特
徴
的
で
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
早
稲
田
を
支
え
た
市
島

謙
吉
の
記
録
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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澁
澤
子
爵
に
至
つ
て
は
大
隈
侯
の
態
度
と
全
く
異
つ
て
、
す
べ
で
事
務
的
で
、
先
づ
自
か
ら
の
出
金
額
を
サ
ッ
サ
と
定
め
て
、
人
に
肉
薄
し
て
勧

誘
さ
る
ゝ
が
例
で
あ
つ
た
、
あ
る
時
大
隈
邸
に
多
く
の
實
業
家
を
會
し
た
時
な
ど
は
、
自
か
ら
通
路
に
筆
硯
を
載
せ
た
卓
子
を
置
き
、
来
客
の
歸
路

を
扼
し
て
み
づ
か
ら
申
込
額
を
書
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
吾
大
學
が
發
展
上
子
爵
に
負
ふ
所
の
少
な
く
な
い
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
。

 

市
島
春
城
「
募
金
と
大
隈
老
侯
・
澁
澤
子
」『
随
想
早
稲
田
』
六
九
│
七
一
頁
。

と
あ
り
ま
す
。
渋
沢
に
こ
れ
を
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
他
の
実
業
家
は
断
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
寄
附
者
名
簿
か
ら
調
べ
た
範
囲
で
は
、
早
稲
田
と
慶
應
と
で
大
口
寄
附
者
の
属
性
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
慶
應

で
は
慶
應
の
卒
業
生
で
あ
り
、
か
つ
学
内
で
何
か
し
ら
の
身
分
・
役
職
を
持
つ
人
物
（
評
議
員
や
教
職
員
）
が
大
口
寄
附
者
の
多
く
を
占
め

て
い
ま
し
た
。
一
方
の
早
稲
田
で
は
、
早
稲
田
の
卒
業
生
で
は
な
か
っ
た
り
、
学
内
に
身
分
を
持
た
な
い
人
物
が
大
口
寄
附
者
の
多
く
を

占
め
て
い
ま
し
た
。
な
お
大
口
寄
附
者
に
名
を
連
ね
た
教
職
員
に
「
早
稲
田
四
尊
」
が
い
ま
す
。
ご
存
知
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
早
稲
田

四
尊
と
は
、
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
、
市
島
謙
吉
、
坪
内
逍
遥
の
こ
と
で
す
。
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
非
早
稲
田
卒
（
東

京
大
学
出
身
）
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
実
業
界
の
大
口
寄
附
者
の
面
々
も
早
稲
田
関
係
者
は
少
な
く
、
こ
れ
も
ま
さ
に
渋
沢
の
私
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
な
お
寄
附
者
の
所
在
地
を
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
ど
の
募
集
事
業
で
も
所
在
地
を
東
京
と
回
答

し
た
者
が
金
額
・
人
数
と
も
に
ト
ッ
プ
で
す
。
で
す
が
神
奈
川
、
大
阪
、
兵
庫
な
ど
の
大
都
市
、
さ
ら
に
は
新
潟
や
福
岡
な
ど
の
地
方
都

市
の
他
、
中
国
等
の
海
外
か
ら
も
寄
附
を
募
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
全
国
か
ら
寄
附
を
募
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
当

時
の
私
立
大
学
で
は
早
稲
田
と
慶
應
の
み
で
し
た
。
早
稲
田
で
は
校
友
会
、
慶
應
で
は
三
田
会
と
い
っ
た
同
窓
会
組
織
に
よ
っ
て
、
募
集

体
制
が
全
国
か
ら
地
方
レ
ベ
ル
に
ま
で
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
ま
し
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
相
当
す
る
も
の
も
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

そ
う
し
た
こ
と
が
寄
附
募
集
事
業
成
功
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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寄
附
募
集
事
業
に
関
し
て
慶
應
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
、
自
然
科
学
系
学
部
の
新
設
を
取
り
上
げ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
両

校
で
は
医
学
科
と
理
工
科
の
ど
ち
ら
か
を
設
置
す
る
か
で
迷
っ
て
い
ま
し
た
。
結
局
、
早
稲
田
は
第
二
期
基
金
で
理
工
科
を
新
設
し
、
慶

應
は
医
学
科
を
新
設
し
ま
し
た
。
こ
の
決
断
に
際
し
て
は
、
二
つ
の
条
件
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
ヒ
ト
」
と
「
カ
ネ
」
問
題
の
同
時

解
決
で
す
。
前
者
は
、
適
切
な
専
任
教
員
を
い
か
に
確
保
す
る
か
で
す
。
両
校
は
私
立
大
学
に
お
い
て
、
専
任
教
員
に
よ
る
授
業
運
営
を

い
ち
早
く
成
し
遂
げ
た
機
関
で
し
た
。
ゆ
え
に
自
然
科
学
系
も
専
任
教
員
で
運
営
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
理
工
系
人
材

確
保
に
際
し
て
高
田
早
苗
は
、
東
京
職
工
学
校
（
後
に
東
京
工
業
学
校
、
東
京
高
等
工
業
学
校
と
改
称
。
現
在
の
東
京
工
業
大
学
の
前
身
）
の
第

二
代
校
長
を
務
め
た
手
島
精
一
に
協
力
を
求
め
ま
し
た
。
す
る
と
手
島
か
ら
工
業
技
術
教
育
を
実
施
す
る
私
立
大
学
の
設
立
構
想
を
有
し

て
い
た
竹
内
明
太
郎
を
紹
介
さ
れ
、
竹
内
が
構
想
し
て
い
た
教
授
陣
を
移
譲
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、「
ヒ
ト
」
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
ま
し

た
。
一
方
で
慶
應
は
、
福
澤
諭
吉
と
北
里
柴
三
郎
と
の
関
係
か
ら
、
医
学
系
人
材
の
確
保
に
優
位
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
前

者
の
「
ヒ
ト
」
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
た
わ
け
で
す
が
、
両
校
で
は
こ
れ
と
同
時
並
行
的
に
、
後
者
の
「
カ
ネ
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
関
す
る
言
説
を
検
討
し
て
い
く
と
、
単
に
自
然
科
学
系
学
部
の
設
置
の
た
め
の
費
用
の
資
金
調
達
と
い
う
側
面

だ
け
で
な
く
、
そ
の
維
持
・
発
展
の
た
め
の
財
源
、
さ
ら
に
は
私
立
大
学
経
営
全
体
を
見
据
え
た
資
金
調
達
の
考
え
方
の
違
い
が
見
え
て

き
ま
す
。
少
々
長
く
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
興
味
深
い
言
説
を
早
稲
田
、
慶
應
の
順
に
引
用
し
ま
す
。

　

理
工
の
学
科
は
建
設
に
も
維
持
に
も
頗
る
多
費
を
要
し
、
到
底
月
謝
の
収
入
な
ど
で
償
ひ
得
る
も
の
で
な
い
。（
中
略
）
其
の
経
費
の
多
端
な
る
、

私
学
に
於
て
理
工
科
の
経
営
は
到
底
不
可
能
と
さ
れ
た
も
の
だ
。
併
し
如
何
に
困
難
で
あ
つ
て
も
、
本
校
創
立
の
際
か
ら
の
宿
志
で
も
あ
り
、
又
既

に
本
校
を
大
学
と
称
す
る
か
ら
に
は
体
面
上
こ
れ
を
欠
く
譯
に
ゆ
か
ぬ
。
医
科
も
又
同
様
備
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
建
設
も
私
学
に
於
て
同
じ

く
困
難
で
あ
る
。
本
校
は
理
工
科
医
科
何
れ
を
先
に
す
べ
き
や
に
つ
き
熟
考
も
し
た
が
、
医
科
の
建
設
に
は
多
費
を
要
す
れ
ど
も
、
病
院
が
附
属
す
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れ
ば
経
営
維
持
は
理
工
科
よ
り
も
楽
と
知
れ
た
が
、
経
営
困
難
の
理
工
科
を
先
づ
開
く
こ
と
に
し
た
の
は
確
に
雄
し
き
決
心
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

　

な
ほ
簡
易
の
工
手
学
校
を
創
設
し
て
夜
学
を
開
い
た
の
は
、
理
工
科
を
設
け
て
か
ら
一
二
年
後
の
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
理
工
大
学
の
整
備
の
教

場
や
器
械
を
流
用
す
る
の
で
、
工
手
学
校
の
発
展
に
大
な
る
助
け
を
な
し
た
。
単
に
教
場
器
械
が
流
用
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
教
授
ま
で
流
用
を
得

た
の
は
夜
学
生
に
は
非
常
の
仕
合
は
せ
で
、
四
千
の
学
徒
が
来
た
り
学
ぶ
の
盛
況
を
呈
し
た
の
も
偶
然
で
な
か
つ
た
。
多
費
を
要
す
る
本
科
の
経
営

が
、
此
の
副
業
と
も
云
ふ
べ
き
夜
学
の
収
入
で
、
幾
許
裨
補
を
得
た
こ
と
も
洩
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
。

 

市
島
春
城
「
早
稲
田
大
学
の
回
顧
」『
回
顧
録
』
二
八
七
│
二
九
〇
頁
。

　

先
づ
如
何
な
る
学
科
か
ら
始
め
よ
う
か
、
理
科
に
し
よ
う
か
、
工
科
に
し
よ
う
か
と
云
ふ
や
う
な
問
題
に
就
て
種
々
な
る
意
見
が
出
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
是
は
何
れ
も
必
要
な
学
科
で
、
綜
合
大
学
た
る
の
実
を
挙
ぐ
る
に
は
皆
悉
く
置
か
ね
ば
な
ら
む
学
科
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
現
今
の

場
合
理
工
科
を
先
き
に
し
よ
う
と
云
ふ
論
が
あ
つ
て
そ
れ
に
就
て
段
々
調
査
を
重
ね
た
所
が
、
理
工
科
は
創
立
の
費
用
に
於
て
は
其
組
織
次
第
に
依

て
は
必
し
も
そ
れ
程
莫
大
な
る
資
金
を
投
せ
ず
し
て
設
け
得
る
途
も
あ
る
が
、
年
々
の
経
費
に
於
て
は
非
常
に
多
額
を
要
す
る
。
若
し
此
経
常
の
費

用
を
少
く
す
れ
ば
、
教
授
の
効
力
が
甚
だ
少
い
も
の
に
な
る
。（
中
略
）

　

依
て
更
に
方
面
を
変
へ
て
、
医
科
の
方
に
眼
を
転
じ
て
見
る
と
、
医
科
は
学
校
病
院
の
併
置
を
要
す
る
為
め
に
創
立
費
に
於
て
は
比
較
的
多
大
の

資
金
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
併
し
之
を
維
持
す
る
の
費
用
は
理
工
科
に
比
し
て
減
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
云
ふ
と
、
此
の
病
院
よ

り
得
る
収
入
を
以
て
医
科
大
学
の
維
持
費
を
補
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
自
労
自
活
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
と
言
ふ
便
宜
が
あ

る
。

 

『
慶
應
義
塾
大
学
百
年
史
』
中
巻
（
前
）
七
九
九
│
八
〇
〇
頁
。

　

市
島
春
城
（
謙
吉
）、
鎌
田
栄
吉
の
言
説
で
共
通
す
る
点
は
、
設
置
費
用
と
維
持
費
用
と
を
分
け
て
検
討
し
た
点
、
そ
し
て
経
営
維
持

の
上
で
は
、
病
院
収
入
が
期
待
で
き
る
医
学
科
の
ほ
う
が
負
担
が
少
な
い
こ
と
を
見
込
め
る
と
し
た
点
で
し
た
。
た
だ
理
工
科
設
置
に
際
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し
て
は
、
市
島
が
設
置
・
維
持
と
も
に
「
多
費
」
と
し
た
の
に
対
し
、
鎌
田
は
、
組
織
次
第
で
は
莫
大
な
金
額
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
お

り
、
さ
ら
に
経
費
の
支
出
を
渋
る
、
す
な
わ
ち
不
十
分
な
教
育
研
究
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
十
分
な
教
育
研
究
効
果
が
期
待
で
き
な
い

と
ま
で
言
及
し
た
点
に
、
若
干
の
相
違
点
が
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
記
載
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
島
ら
早
稲
田
も
同
様
の
認

識
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
「
到
底
月
謝
の
収
入
で
は
困
難
」
と
し
て
い
た
早
稲
田
で
は
、
実
際
の
理
工
科
の
経
営
維
持
を
ど
の
よ

う
に
成
し
遂
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
市
島
に
よ
れ
ば
、
理
工
科
設
置
後
に
簡
易
の
技
術
者
養
成
学
校
で
あ
る
夜
学
の
工
手
学
校
を

設
置
し
、「
理
工
大
学
の
整
備
の
教
場
や
器
械
を
流
用
」
し
、「
教
授
ま
で
流
用
」
し
、「
四
千
の
学
徒
」
を
確
保
し
た
結
果
、「
多
費
を
要

す
る
本
科
の
経
営
が
、
此
の
副
業
4

4

と
も
云
ふ
べ
き
夜
学
の
収
入
で
、
幾
許
裨
補
を
得
た
」
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
私
立
大
学
経
営
の
基

本
で
あ
る
授
業
料
収
入
の
増
大
と
そ
の
流
用
（
内
部
補
助
）
で
解
決
し
た
と
言
え
ま
す
。
市
島
は
別
著
『
随
筆
早
稲
田
』
の
「
私
学
経
営

の
要
訣
」（
六
八
│
六
九
頁
）
の
中
で
も
、「
早
稲
田
の
如
き
複
雑
で
大
規
模
の
学
校
の
経
営
は
多
岐
多
端
」
で
あ
り
、「
要
訣
は
あ
る
方
面

の
不
足
を
或
る
方
面
の
餘
を
以
つ
て
補
ふ
」
た
め
、「
経
費
の
流
用
は
已
む
を
得
な
い
。
否
な
寧
ろ
大
切
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
「
ど
う
し
て
収
支
が
償
ふ
か
と
不
審
が
る
も
の
も
あ
る
が
、
会
計
法
に
縛
ら
れ
て
い
る
官
立
学
校
経
営
家
に
、
分
ら
な
い
の
も
實
は

無
理
な
ら
ぬ
こ
と
」
と
し
て
、「
早
稲
田
が
手
を
擴
げ
過
ぎ
る
と
い
ふ
の
は
畢
竟
抱
負
が
狭
い
か
ら
い
ふ
の
で
も
あ
る
が
、
實
は
私
學
の

存
立
に
多
般
の
設
備
を
要
す
る
實
情
が
あ
る
の
だ
。
乃
ち
多
般
の
学
科
設
備
が
無
け
れ
ば
、
互
ひ
に
相
扶
け
て
経
済
の
料
理
が
出
来
兼
ね

る
経
営
上
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
他
方
の
慶
應
は
、
病
院
収
入
に
よ
っ
て
「
医
科
大
学
の
維
持
費
を
補
ふ
」

こ
と
、
さ
ら
に
は
単
な
る
補
助
を
超
え
て
、「
自
労
自
活
」、
今
的
に
言
え
ば
独
立
採
算
制
を
取
れ
る
と
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
事
実
、
当

時
の
財
務
諸
表
を
見
る
と
、
病
院
収
入
は
病
院
支
出
を
大
き
く
超
過
し
て
お
り
、
医
学
科
の
維
持
発
展
や
慶
應
全
体
の
財
務
に
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。

　

こ
の
実
態
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
大
学
経
営
上
正
し
い
と
か
優
れ
て
い
る
と
か
価
値
判
断
す
る
の
は
早
計
だ
と
思
い
ま
す
。
重
要
な
こ
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と
は
、
あ
く
ま
で
も
授
業
料
収
入
を
原
則
と
し
、
当
時
の
日
本
社
会
の
人
材
需
要
を
見
据
え
た
学
科
を
新
設
す
る
こ
と
で
そ
の
原
則
を
叶

え
た
こ
と
、
し
か
も
教
員
や
施
設
設
備
の
有
効
活
用
に
よ
っ
て
、
低
コ
ス
ト
で
学
生
数
を
確
保
す
る
新
た
な
供
給
枠
を
、
大
学
部
の
「
ヨ

コ
」
に
設
置
し
、
当
該
学
科
や
機
関
の
維
持
・
発
展
を
図
る
当
時
の
従
来
型
私
学
経
営
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
た
早
稲
田
と
、
そ
れ
と
は
異

な
り
、
授
業
料
収
入
以
外
の
別
財
源
を
調
達
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
財
源
の
多
様
化

4

4

4

に
よ
っ
て
、
当
該
学
科
は
も
ち
ろ
ん
、
機
関
の
維
持
・

発
展
を
目
指
し
た
慶
應
と
い
っ
た
よ
う
に
、
資
金
調
達
か
ら
私
立
大
学
経
営
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
が
垣
間
見
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

最
後
に
寄
附
金
が
早
稲
田
の
資
産
形
成
に
ど
の
く
ら
い
寄
与
し
た
か
、
ス
ト
ッ
ク
の
点
に
も
言
及
し
て
お
き
ま
す
。
資
産
額
は
一
九
〇

四
年
時
点
で
は
二
四
万
円
あ
ま
り
だ
っ
た
の
が
、
一
九
二
六
年
に
は
四
八
八
万
円
あ
ま
り
ま
で
増
加
し
ま
し
た
。
貸
借
対
照
表
か
ら
こ
の

資
産
額
に
寄
附
金
が
占
め
た
割
合
を
算
出
す
る
と
、
一
九
二
六
年
で
六
九
％
に
も
な
り
ま
す
。
寄
附
募
集
事
業
な
く
し
て
は
大
学
部
の
設

置
も
、
理
工
科
の
新
設
も
、
研
究
施
設
の
改
善
も
、
そ
し
て
大
学
令
に
よ
っ
て
公
的
に
私
立
大
学
と
し
て
認
可
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
い
か
に
寄
附
金
が
早
稲
田
の
発
展
に
寄
与
し
た
か
が
理
解
で
き
ま
す
。

早
稲
田
と
慶
應
の
教
員
給
与

　

こ
れ
ま
で
の
資
金
調
達
に
対
し
て
、
今
度
は
資
金
配
分
の
観
点
か
ら
教
員
給
与
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
前
に
示
し
た
表
２

か
ら
、
全
体
的
な
点
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
分
析
期
間
に
お
い
て
、
教
員
や
職
員
を
含
め
た
総
人
件
費
が
総
支
出
に
占
め
た
割
合
は
、

約
六
〇
〜
七
〇
％
で
し
た
。
な
お
そ
の
総
人
件
費
で
す
が
教
員
分
と
職
員
分
と
で
分
け
る
と
、
一
九
二
六
年
で
は
総
人
件
費
約
百
三
万
の

う
ち
、
約
六
六
％
が
教
員
分
で
、
約
二
一
％
が
職
員
分
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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本
日
は
職
員
給
与
の
言
及
は
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
め
、
教
員
給
与
の
検
討
を
中
心
と
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
教
員
は
専
任
教
員
で
す
。

用
い
た
史
料
は
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
『
教
員
俸
給
原
簿
』
で
す
。
た
だ
給
与
額
と
い
う
処
遇
面
だ
け
を
見
て
も
実
態
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

給
与
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
時
間
働
い
て
い
た
か
と
い
う
負
担
面
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で
同
じ
く
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
『
講
師
別
受
持
時

間
簿
』
や
『
教
員
受
持
学
科
等
調
』
と
い
っ
た
教
員
の
一
週
あ
た
り
の
担
当
授
業
時
間
や
授
業
科
目
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
史
料
を
用
い

て
、
当
時
の
早
稲
田
教
員
の
処
遇
と
負
担
の
実
態
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

図
３
・
４
は
、
早
稲
田
教
員
の
処
遇
と
負
担
の
分
布
を
示
し
て
お
り
、
縦
軸
に
年
間
の
俸
給
額
を
、
横
軸
に
一
週
あ
た
り
の
担
当
授
業

時
間
を
設
定
し
ま
し
た
。
何
人
か
の
教
員
は
プ
ロ
ッ
ト
が
重
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
図
中
に
二
つ
の
線
を
追
加
し
ま
し
た
。
垂
直
に
伸
び

た
線
は
当
該
年
度
の
一
週
あ
た
り
の
授
業
時
間
平
均
を
、
水
平
に
伸
び
た
線
は
俸
給
額
の
中
央
値
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
図
中
に
四

つ
の
領
域
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
右
上
と
左
下
は
一
般
的
な
領
域
で
す
。
一
方
で
右
下
は
、
俸
給
額
は
中
央
値
以
下
で
あ
り
な
が
ら
、
一

週
あ
た
り
の
授
業
時
間
が
平
均
よ
り
多
い
と
い
う
「
薄
給
か
つ
高
負
担
」
の
領
域
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
左
上
は
、「
高
給
か
つ

低
負
担
」
の
領
域
と
な
り
ま
す
。
そ
の
領
域
ご
と
の
集
計
結
果
は
、
表
５
の
と
お
り
で
す
。

　

す
る
と
両
時
点
と
も
に
、
薄
給
か
つ
高
負
担
と
高
給
か
つ
低
負
担
の
教
員
が
一
定
割
合
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て

両
者
間
の
格
差
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
二
四
年
に
か
け
て
拡
大
し
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の
も
薄
給
か
つ
高
負
担
の
割
合
は

六
・
六
％
増
と
な
っ
た
一
方
、
高
給
か
つ
低
負
担
の
割
合
は
四
・
二
％
減
と
な
り
、
一
週
あ
た
り
の
授
業
時
間
平
均
や
、
俸
給
額
を
時
間

数
で
換
算
し
た
平
均
時
給
の
差
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
薄
給
か
つ
高
負
担
の
教
員
の
一
週
あ
た
り
授
業
時
間
平
均
が
六
・
三
時
間
増
、

平
均
時
給
〇
・
七
四
円
増
に
対
し
、
高
給
か
つ
低
負
担
の
教
員
の
そ
れ
は
、
わ
ず
か
〇
・
九
時
間
増
で
四
・
七
二
円
増
で
す
。
図
４
の
左

上
の
領
域
の
分
布
を
見
る
と
、
図
３
の
左
上
と
比
べ
て
散
ら
ば
り
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
専
任
教
員
間
の
格
差
が
広
が

り
、
し
か
も
高
給
か
つ
低
負
担
と
い
う
「
優
遇
さ
れ
た
」
専
任
教
員
間
の
中
に
お
け
る
格
差
も
進
行
し
て
い
た
と
推
察
で
き
ま
す
。
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表５　早稲田専任教員の処遇と負担（領域別：1909年と1924年）

1909年 1924年

領域 特　徴 人数 ％ 週授業
時間平均

平均時給
（換算） 人数 ％ 週授業

時間平均
平均時給
（換算）

右上 高給かつ高負担 33 37.5％ 18.8 1.40 60 40.3％ 19.1 2.60
右下 薄給かつ高負担 ９ 10.2％ 13.7 0.8 25 16.8％ 20.0 1.54
左上 高給かつ低負担 15 17.0％ 9.0 2.66 19 12.8％ 9.9 7.38
左下 薄給かつ低負担 31 35.2％ 4.0 1.87 45 30.2％ 8.4 3.03

合　　計 88 100％ 11.4 1.72 149 100％ 14.8 3.16

2,500

0 10 20 30

2,000

1,500

1,500

500

0

俸
給
額
（
年
）

一週あたりの担当授業時間

中央値＝720円

＊教員数は
　88人

一週あたり授業時間平均
＝11.4時間/週

図３　早稲田専任教員の処遇と負担の分布（1909年）

0 5 10 15 20 25

4,000

3,000

2,000

1,000

0

俸
給
額
（
年
）

中央値＝1,650円

一週あたり授業時間平均
＝14.8時間/週

＊教員数は
　149人

一週あたりの担当授業時間

図４　早稲田専任教員の処遇と負担の分布（1924年）
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と
こ
ろ
で
当
時
の
早
稲
田
大
学
に
は
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
ス
ケ
ー
ル
の
よ
う
な
俸
給
体
系
表
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
俸
給
額

だ
け
で
な
く
、
教
員
名
か
ら
可
能
な
範
囲
で
、
学
歴
、
年
齢
、
勤
続
年
数
等
の
情
報
を
収
集
し
て
分
析
し
ま
し
た
が
、
俸
給
額
の
判
断
基

準
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
先
程
の
高
給
か
つ
低
負
担
と
、
薄
給
か
つ
高
負
担
の
教
員
と
の
間
で
確
認
で
き
た
差

異
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
高
給
か
つ
低
負
担
の
教
員
は
、
各
学
科
及
び
学
部
で
基
幹
科
目
や
専
門
科
目
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
一

方
の
薄
給
か
つ
高
負
担
の
教
員
は
、
予
科
の
科
目
や
基
礎
学
習
的
な
科
目
と
い
っ
た
専
門
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
科
目
を
担
当
し
て
い

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
知
見
は
全
て
の
年
度
を
確
認
し
た
わ
け
で
な
く
、
限
定
的
な
も
の
で
す
。
で
す
が
俸
給
体
系
表
な
ど
の
統
一
的

の
枠
組
み
が
な
い
中
で
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
に
は
俸
給
額
を
決
定
す
る
た
め
指
標
の
一
つ
と
し
て
、
授
業
科
目
の
専
門
性
を
考
慮
し
て
い

た
可
能
性
が
推
察
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り
（
表
２
）、
こ
の
間
、
早
稲
田
の
財
務
状
況
は
芳
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
学
生
数
が
増
加
す
る
に
伴
い
、
教
員
数
も
増
や
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
教
員
数
の
増
加
は
、
最
大
の
支
出
費
目
で
あ
る

教
員
給
与
の
管
理
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
に
強
い
ま
す
。
先
に
表
２
で
総
支
出
に
総
人
件
費
が
占
め
た
割
合
が
、
約
六
〇
〜
七
〇
％
の
間
で

あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
教
員
人
件
費
と
職
員
人
件
費
が
七
対
二
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
程
度
の
割
合
で
人

件
費
な
い
し
は
教
員
人
件
費
を
管
理
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
も
推
察
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
一
九
〇
九
年
よ
り
も
一
九
二
四
年
に

な
っ
て
高
給
か
つ
低
負
担
と
い
う
優
遇
さ
れ
た
専
任
教
員
の
中
で
も
格
差
が
進
行
し
て
い
た
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
学
生
数
や
教
員
数
が

増
加
し
た
後
年
に
な
る
に
つ
れ
、
一
週
あ
た
り
の
担
当
授
業
時
間
と
い
う
負
担
部
分
の
増
減
を
巧
み
に
操
作
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
す
る
こ

と
で
、
俸
給
の
額
面
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
い
う
処
遇
部
分
の
改
善
は
最
小
限
度
に
抑
え
つ
つ
も
、「
実
質
的
な
意
味

で
の
待
遇
（
処
遇
と
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
）
の
改
善
」
を
図
っ
た
の
で
は
と
さ
え
推
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
こ
に
は
早
稲
田
が
、
創

設
初
期
の
家
内
的
性
格
に
基
づ
く
共
同
体
か
ら
、
大
学
経
営
体
と
し
て
近
代
的
な
管
理
運
営
・
組
織
体
制
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
渡
的
段

階
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
お
慶
應
は
明
治
期
の
一
〇
年
間
（
一
九
〇
三
〜
一
九
一
二
）
し
か
教
員
給
与
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を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
分
析
対
象
教

員
数
も
少
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
各
学
科
の
基

幹
科
目
・
専
門
科
目
を
担
当
し
た
教
員
は
早
稲
田

と
同
様
に
、
高
給
か
つ
低
負
担
の
傾
向
が
見
て
取

れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
実
際
の
教
員
の
配
置
状
況
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば

教
育
条
件
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま

す
。
表
６
は
専
任
教
員
一
人
あ
た
り
の
学
生
数
を

示
す
Ｓ
Ｔ
比
と
、
各
学
科
・
学
部
の
教
育
課
程
の

う
ち
、
専
任
教
員
が
担
当
し
た
授
業
科
目
の
割
合

を
占
有
率
と
定
義
し
て
、
そ
の
程
度
を
示
し
た
も

の
で
す
。
し
た
が
っ
て
百
％
か
ら
そ
の
占
有
率
を
引
い
た
値
が
、
非
常
勤
教
員
の
占
有
率
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
給
与
と
同
様

に
明
治
期
し
か
集
計
で
き
ま
せ
ん
が
、
慶
應
の
そ
れ
も
表
７
に
示
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
Ｓ
Ｔ
比
で
す
が
、
分
析
時
期
が
異
な
る
た
め
比
較
に
は
慎
重
を
要
し
ま
す
が
、
全
体
で
は
早
稲
田
の
ほ
う
が
、
変
動
が
大
き
い
で

す
。
そ
し
て
早
稲
田
で
は
一
貫
し
て
予
科
の
Ｓ
Ｔ
比
が
本
科
よ
り
大
き
い
で
す
が
、
慶
應
で
は
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
早
稲
田
は

大
学
部
の
本
科
の
教
育
条
件
を
重
視
し
、
慶
應
で
は
予
科
の
教
育
条
件
を
重
視
し
た
と
推
察
で
き
ま
す
。
次
に
占
有
率
で
す
が
、
早
稲
田

で
は
本
科
の
各
学
科
の
中
に
は
、
予
科
よ
り
も
占
有
率
が
高
い
学
科
が
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
本
科
で
は
学
科
間
に
よ
る
占
有
率
の
差
は
あ

表６　早稲田の教育条件

1909 1912 1914 1918 1924 平均

Ｓ
Ｔ
比

予科 59.8 48.1 66.9 89.5 34.1 59.7

大学 26.6 18.3 21.8 33.9 20.2 24.2

全体 44.5 31.9 45.4 58.5 30.4 42.2

占
有
率

予科 73.5％ 94.2％ 86.8％ 69.6％ 85.1％ 81.8％

政経 85.4％ 96.8％ 94.2％ 85.9％ 81.0％ 88.7％

法学 72.8％ 86.5％ 68.3％ 63.5％ 59.2％ 70.1％

文学 87.7％ 94.2％ 96.5％ 69.0％ 78.1％ 85.1％

商 89.4％ 98.7％ 96.6％ 86.2％ 95.7％ 93.3％

理工 ─ 91.7％ 72.4％ 76.8％ 77.3％ 79.6％

表７　慶應の教育条件

1903 1905 1907 1909 1912 平均

Ｓ
Ｔ
比

予科 17.3 19.9 23.5 20.8 26.0 22.5

本科 20.8 24.5 26.2 26.2 29.4 24.9

全体 23.5 27.0 31.3 31.1 35.8 30.1

占
有
率

予科 100％ 100％ 96.7％ 100％ 96.2％ 98.4％

理財 75.6％ 78.4％ 77.8％ 74.4％ 72.7％ 78.3％

文学 ─ 68.0％ 80.2％ 49.1％ 72.9％ 71.8％

政治 50.1％ 66.7％ 68.2％ 62.3％ 64.3％ 64.5％

法律 45.8％ 39.6％ 37.0％ 37.7％ 33.3％ 38.4％
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り
ま
す
が
、
最
も
低
い
法
学
科
で
も
平
均
し
て
約
七
〇
％
で
あ
り
、
総
じ
て
占
有
率
は
高
い
傾
向
が
確
認
で
き
ま
す
。
一
方
で
慶
應
は
、

予
科
の
占
有
率
が
本
科
の
各
学
科
よ
り
一
貫
し
て
大
き
い
で
す
。
数
値
も
ほ
ぼ
百
％
近
く
に
な
っ
て
お
り
、
予
科
は
ほ
ぼ
専
任
教
員
だ
け

で
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
実
態
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
本
科
の
学
科
間
で
は
、
理
財
と
文
学
は
七
〇
％
台
、
政
治
は
六
〇
％
台
、
そ
し
て

法
律
は
三
〇
％
台
と
、
そ
の
差
が
ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
学
生
募
集
の
と
こ
ろ
で
触
れ
ま
し
た
が
、
早
稲
田
は
大

正
期
に
入
り
、
学
生
数
の
学
科
間
格
差
は
是
正
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
他
方
で
慶
應
は
、
理
財
科
一
極
集
中
が
継
続
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
と
も
に
総
合
大
学
と
し
て
複
数
学
部
・
学
科
を
有
し
た
両
校
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
教
学
経
営
の
あ
り

方
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
早
稲
田
は
総
合
大
学
と
し
て
各
学
科
の
運
営
を
均
衡
す
る
よ
う
に
し
、
大
学
と
し
て
の

看
板
で
あ
る
専
門
的
知
見
を
教
授
す
る
本
科
の
教
育
条
件
の
整
備
を
主
眼
と
し
た
。
一
方
の
慶
應
は
一
貫
教
育
体
制
を
採
用
し
て
い
た
こ

と
と
あ
い
ま
っ
て
、
ま
ず
は
専
門
課
程
に
進
む
前
の
予
科
の
教
育
条
件
の
整
備
を
重
視
し
、
専
門
的
知
見
を
教
授
す
る
本
科
の
教
育
条
件

で
は
、
最
も
多
く
の
学
生
を
収
容
し
て
い
た
理
財
科
の
条
件
整
備
に
注
力
し
て
い
た
。
当
時
は
学
科
間
で
の
授
業
科
目
が
重
複
し
て
い
た

こ
と
も
多
く
、
ま
た
教
員
の
所
属
も
現
行
の
よ
う
な
特
定
の
学
部
学
科
へ
の
所
属
と
い
う
体
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

学
科
別
の
コ
ス
ト
分
析
を
行
う
こ
と
も
難
し
い
で
す
。
で
す
が
慶
應
で
は
先
の
分
析
期
間
よ
り
も
前
の
一
八
九
八
年
に
、
大
学
部
の
学
事

改
革
が
行
わ
れ
、
理
財
科
・
文
学
科
・
法
学
科
の
三
学
科
体
制
か
ら
単
一
学
科
体
制
に
切
り
替
え
た
時
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
試
み
は
わ

ず
か
一
年
で
挫
折
し
、元
の
三
学
科
体
制
へ
戻
る
の
で
す
が
、そ
の
推
進
者
の
中
心
で
あ
っ
た
門
野
幾
之
進
は
、「
慶
應
義
塾
の
学
制
改
革
」

の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

又
費
用
の
節
減
を
す
る
と
云
ふ
趣
意
で
も
な
い
の
で
す
、
趣
意
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
在
来
の
如
く
三
四
の
科
別
を
置
く
と
云
ふ
と
、
ど
う

も
各
科
同
じ
費
用
を
使
は
ん
け
れ
ば
成
ら
ぬ
と
云
ふ
や
う
な
事
が
起
り
易
く
て
困
る
の
で
（
中
略
）、
同
等
に
三
ツ
四
ツ
に
別
け
て
置
く
が
為
に
そ
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の
支
出
も
各
部
大
抵
同
じ
に
別
け
れ
な
け
れ
ば
不
満
足
を
起
す
と
云
ふ
や
う
な
事
が
終
始
あ
る
。
従
っ
て
ど
れ
も
充
分
な
も
の
が
出
来
ぬ
。
然
る
に

そ
れ
を
一
つ
に
す
れ
ば
則
ち
そ
の
弊
害
を
除
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
覗
い
て
全
く
科
目
の
須
要
、
慶
應
義
塾
の
眼
に
於
て
ど
の
学
科
は
ど
れ
だ

け
イ
ン
ポ
ル
タ
ン
ト
で
あ
る
か
と
云
ふ
、
科
目
の
イ
ン
ポ
ル
タ
ン
ス
の
割
合
、
其
須
要
さ
に
応
じ
て
良
い
教
師
を
頼
む
と
か
餘
計
な
金
を
使
ふ
。
其

須
要
の
科
目
と
云
ふ
も
の
は
法
律
に
も
あ
り
ま
せ
う
、
理
財
に
も
あ
り
ま
せ
う
、
兎
に
角
一
々
の
科
目
を
見
通
し
て
、
其
科
目
の
値
打
に
應
じ
て
金

を
使
つ
て
ゆ
く
。
良
い
教
師
を
求
む
る
と
云
ふ
こ
と
も
自
由
に
出
来
る
。

 

門
野
幾
之
進
「
慶
應
義
塾
の
学
制
改
革
」『
門
野
幾
之
進
先
生
事
蹟
・
文
集
』
七
八
五
頁
。

　

つ
ま
り
資
金
の
成
約
が
あ
る
中
で
、
慶
應
の
構
成
員
自
身
の
判
断
に
よ
り
、
教
育
条
件
に
差
を

設
け
る
事
、
現
代
的
に
言
え
ば
、「
選
択
と
集
中
を
厭
わ
な
い
」
教
学
経
営
の
節
が
み
ら
れ
る
の

で
す
。
資
金
配
分
に
際
し
て
最
大
の
支
出
費
目
で
あ
る
教
員
給
与
を
ど
の
よ
う
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

す
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
教
育
配
置
を
い
か
に
行
い
教
育
条
件
の
向
上
を
図

る
か
。
他
の
私
立
高
等
教
育
機
関
か
ら
別
格
視
さ
れ
た
両
校
で
す
が
、
そ
の
実
態
を
考
慮
す
る
と
、

私
立
大
学
と
し
て
の
発
展
過
程
に
は
経
営
方
針
の
違
い
が
存
在
し
て
い
た
と
推
察
で
き
ま
す
。

　

な
お
職
員
給
与
で
す
が
、
比
較
が
容
易
な
大
学
ト
ッ
プ
の
給
与
だ
け
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
表

８
に
よ
る
と
明
治
期
の
早
慶
両
校
の
ト
ッ
プ
の
給
料
に
は
か
な
り
の
差
が
確
認
で
き
ま
す
。
早
稲

田
の
学
長
は
苦
労
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
大
正
期
に
入
る
と
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
東
京
帝
国
大
学
の
総
長
よ
り
低
額
で
あ
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
社
会
経
済
的
地
位
を
考
え
る
一

つ
の
材
料
と
し
て
、
一
九
一
八
年
の
大
卒
銀
行
員
の
初
任
給
は
月
四
〇
円
、
一
九
二
〇
年
の
国
会

議
員
の
報
酬
は
諸
手
当
を
除
き
年
三
千
円
で
し
た
。

表８　各高等教育機関トップの俸給額（円）

早稲田 慶　應 東京帝大 東京高等師範

学長 幹事 塾長 幹事 総長
勅任官

書記官
奏任官

学校長
勅任官

書記
判任官

1903 ─ ─ 2,400 ─ 4,000 1,600 3,000 438

1907 3,000 ─ 4,800 ─ 4,500 1,800 3,000 389

1912 ─ ─ 4,800 2,400 ─ 2,500 3,700 540

1916 3,500 1,200 ─ ─ 5,500 2,400 3,700 406

1920 5,500 2,400 ─ ─ 7,000 3,569 5,200 831

1924 6,000 3,500 ─ ─ 7,000 3,400 5,200 1,170
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早
稲
田
の
専
門
職
人
材
：
学
生
の
就
職
指
導

　

最
後
は
当
時
の
早
稲
田
大
学
の
経
営
に
大
き
く
貢
献
し
た
専
門
職
人
材
に
つ
い
て
、
学
生
の
就
職
指
導
を
事
例
に
見
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
第
一
次
大
戦
後
の
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
日
本
経
済
は
数
度
の
恐
慌
に
よ
り
深
刻
な
経
済
不
況
の
状
態
に
あ
り
ま

し
た
。
表
９
は
、
当
時
の
大
学
・
専
門
学
校
卒
業
者
の
就
職
率
で
す
。
ま
ず
大
学
・
専
門
学
校
問
わ
ず
、
理
系
に
対
す
る
文
系
の
就
職
率

の
低
さ
が
目
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
文
系
で
も
官
立
・
公
立
に
対
し
て
、
私
立
が
数
％
低
か
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
。
な
お
表
９

か
ら
は
、
修
業
年
限
が
長
い
大
卒
者
よ
り
も
、
専
門
学
校
卒
の
学
生
の
方
が
、
概
ね
就
職
率
が
高
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
雑
誌
記
事
を
紹
介
し
ま
す
。
当
時
、
か
な
り
の
発
行
部
数
で
あ
っ
た

『
実
業
之
日
本
』
の
一
九
二
五
年
二
八
巻
二
三
号
の
「
各
大
学
の
卒
業
生
賣
込
ぶ
り
」
と

い
う
記
事
で
す
。
記
事
を
ま
と
め
れ
ば
、「
由
々
し
き
社
会
問
題
」
と
し
て
、「
在
学
在
校

中
の
学
年
試
験
は
、
卒
業
後
の
就
職
問
題
の
苦
慮
・
苦
闘
に
比
べ
れ
ば
大
し
た
こ
と
が
な

く
、
大
会
社
大
銀
行
と
な
れ
ば
、
時
と
し
て
採
用
数
に
対
し
て
幾
十
倍
の
競
争
が
あ
り
、

新
卒
業
生
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
父
兄
や
学
校
当
局
者
も
、
一
通
り
や
二
通
り
の
心
配
で
は

す
ま
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
長
い
歳
月
と
少
な
く
な
い
学
費
を
投
じ
、
父
兄
や

親
戚
知
己
に
厄
介
を
か
け
通
し
て
、
無
残
に
も
高
等
遊
民
や
失
業
者
た
る
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
ら
、
関
係
者
一
同
の
不
幸
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
学
生
を
養
成
し
た
学
校
当
局
も

到
底
黙
視
し
て
い
ら
れ
な
い
。
故
に
各
大
学
、
専
門
学
校
で
は
新
卒
業
生
の
就
職
斡
旋
に

表９　大学・専門学校卒業者の就職率（％）

1928 1930 1932 1934

大
学

官公立
文系 52.6 31.1 41.4 57.9

理系 71.2 58.8 69.0 78.5

私立
文系 48.5 28.5 31.1 49.7

理系 66.9 52.6 65.9 83.7

専
門
学
校

官公立
文系 66.5 47.4 61.8 67.0

理系 65.7 61.2 75.6 86.9

私立
文系 52.7 38.6 41.9 47.6

理系 73.2 66.4 58.8 63.8

出典  　伊藤彰浩『戦間期日本の高等教育』玉川大学出版部、
1999年、p.120.
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奔
走
」
と
あ
り
、
東
京
に
立
地
す
る
大
学
の
対
応
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

例
え
ば
東
京
帝
大
で
は
「
何
等
積
極
的
態
度
に
出
で
な
い
」
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
商
科
大
学
（
現
在
の
一
橋
大
学
）
で
は
、
教
授
を
構
成

員
と
す
る
推
薦
委
員
会
の
「
一
人
一
口
主
義
」
に
よ
っ
て
、
確
実
に
就
職
先
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

て
学
生
へ
の
就
職
対
応
窓
口
を
新
設
ま
た
は
独
立
す
る
、
さ
ら
に
は
専
門
職
人
材
を
配
置
す
る
な
ど
の
対
応
を
と
っ
た
の
が
私
立
大
学
で

し
た
。
誌
面
で
は
明
治
大
学
が
「
親
切
を
つ
く
す
」
と
し
て
、
一
九
二
四
年
に
庶
務
課
か
ら
就
職
対
応
窓
口
の
人
事
課
を
独
立
し
た
こ
と
、

慶
應
で
も
「
準
備
怠
り
な
き
」
と
し
て
、
人
事
嘱
託
の
山
名
次
郎
に
よ
る
就
職
指
導
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
早
稲
田
は
ど
う
し
て
い
た
か
。
早
稲
田
で
も
一
九
二
四
年
に
人
事
課
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
し
て
専
門
職
人
材
と
し
て
、
東
京
専

門
学
校
卒
業
生
で
博
文
館
入
社
後
、
編
集
局
長
を
経
て
取
締
役
に
就
任
し
、
東
京
市
会
議
員
も
務
め
た
坪
谷
善
四
郎
を
、
新
卒
業
生
就
職

推
薦
係
に
嘱
託
し
ま
し
た
。
坪
谷
は
『
知
識
階
級
と
就
職
』
と
い
う
書
籍
を
早
稲
田
大
学
出
版
部
か
ら
一
九
二
九
年
に
出
版
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
就
職
難
の
実
相
、
就
職
難
の
救
済
、
就
職
案
内
、
就
職
相
談
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が
あ
り
ま
す
。

　
『
実
業
之
日
本
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
坪
谷
の
い
た
人
事
課
で
は
、
希
望
す
る
ま
た
は
し
な
い
業
種
、
学
生
の
趣
味
や
技
能
を
就
職
希

望
書
に
入
力
さ
せ
、
各
種
証
明
書
と
と
も
に
提
出
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
と
学
生
の
性
格
や
出
身
、
そ
の
他
の
情
報
を
考
慮
し
た
上

で
、
推
薦
・
紹
介
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
誌
面
に
は
、「
此
間
、
坪
谷
氏
自
ら
が
求
職
希
望
者
に
一
々
面
会
し
て
、
何
呉
れ
と
、
注

意
す
べ
き
を
注
意
し
つ
ゝ
あ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
坪
谷
を
中
心
と
し
た
人
事
課
の
就
職
支
援
の
効
用
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
学
部
、
理
工
学
部
、
高
等
師

範
部
は
、
当
該
教
務
主
任
そ
の
他
に
よ
っ
て
就
職
支
援
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
誌
面
に
よ
る
と
人
事
課
に
よ
る
斡
旋
を
受
け
て
い
た

の
は
、
政
治
経
済
・
法
・
商
の
三
学
部
と
専
門
部
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
表
10
は
一
九
二
五
年
三
月
卒
業
予
定
者
に
対
す
る
人
事
課

の
実
績
で
す
。
学
部
や
専
門
科
に
よ
っ
て
数
値
に
開
き
は
あ
り
ま
す
が
、
卒
業
者
に
対
す
る
就
職
世
話
希
望
者
の
割
合
は
（
Ｂ
／
Ａ
）、
四
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六
〜
九
七
％
で
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
就
職
世
話
希
望
者
の
う
ち
就
職
が
決
定
し
た
学
生

は
（
Ｃ
／
Ｂ
）、
一
三
〜
五
九
％
で
推
移
し
て
い
ま
し
た
。
後
者
の
指
標
に
つ
い
て
は
、
専

門
科
卒
よ
り
も
学
部
卒
の
ほ
う
が
優
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

人
事
課
の
就
職
支
援
を
受
け
た
か
ら
就
職
が
決
定
し
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
学
生
の
就
職
実
績
は
「
大
学
の
評
判
」
と
な
り
、
学
生
募
集
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
就
職
難
問
題
に
ど
う
対
応
す
る
か

は
、
経
営
に
直
結
す
る
懸
案
事
項
で
あ
り
、
と
り
わ
け
授
業
料
収
入
に
依
存
す
る
私
立
大

学
で
は
な
お
さ
ら
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
卒
業
生
で
も
あ
る
坪
谷
の
よ
う
な
専
門
職

人
材
を
配
置
し
、
十
分
な
就
職
支
援
を
行
う
こ
と
は
重
要
な
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
こ
こ
に
も
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
お
い
て
早
稲
田
が
実
質
的
な
私
立
大
学
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
の
、
大
学
経
営
体
と
し
て
の
経
営
行
動
の
一
端
が
見
て
取
れ

ま
す
。

ま
と
め

　

以
上
、
大
学
経
営
と
い
う
現
代
的
課
題
を
歴
史
的
課
題
と
捉
え
直
し
、「
歴
史
の
な
か
の
私
立
大
学
経
営
と
早
稲
田
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
下
、
資
金
の
調
達
と
配
分
と
い
う
観
点
か
ら
、
学
生
募
集
、
寄
附
金
、
教
員
給
与
、
専
門
職
人
材
と
い
っ
た
観
点
を
中
心
に
、
経
営
行

動
の
実
態
を
見
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
官
立
す
な
わ
ち
帝
国
大
学
主
体
の
硬
直
的
な
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
に

表10　早稲田人事課による就職支援状況

学部学科部門 卒業者
A

就職世話
希望者
B

就職
決定数
C

B/A C/B

政治経済学部 154人 107人 63人 69.5％ 58.9％

法学部 72人 40人 17人 55.6％ 42.5％

商学部 442人 335人 187人 75.8％ 55.8％

専門部政治科 270人 150人 28人 55.6％ 18.7％

専門部法科 267人 124人 17人 46.4％ 13.7％

専門部商科 221人 213人 58人 96.4％ 27.2％

計 1,429人 969人 370人 67.8％ 38.2％

出典　「各大学の卒業生賣込ぶり」『実業之日本』1923年、p.124.
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あ
っ
て
、
早
稲
田
が
理
念
的
に
は
実
質
的
な
私
立
大
学
と
し
て
ど
う
や
っ
て
自
律
的
か
つ
自
立
的
な
経
営
を
な
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
り
、
一
方
で
実
態
的
に
は
、
資
金
の
調
達
と
配
分
と
に
よ
っ
て
、
教
育
と
財
務
の
相
克
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
早
稲
田
・
慶
應
の
両
校
は
、
規
模
拡
張
や
、
自
然
科
学
系
学
部
も
設
置
し
た
総
合
大
学
化
、
専
任
教
員
の
確
保
と
い
っ

た
点
で
、
日
本
の
私
立
大
学
の
中
で
は
別
格
視
さ
れ
る
存
在
で
し
た
が
、
そ
の
内
部
の
実
態
、
ま
さ
に
大
学
経
営
＝
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
も
言
え
る
部
分
で
は
、
共
通
す
る
部
分
以
上
に
、
相
違
す
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
規
模
拡
張
と
い
っ
て
も
、
早
稲
田

で
は
、
大
学
部
本
科
よ
り
も
予
科
、
そ
し
て
本
科
に
系
列
す
る
専
門
部
等
と
い
っ
た
大
学
部
本
科
の
「
ヨ
コ
」
に
多
く
の
学
生
を
収
容
さ

せ
ま
し
た
。
ま
た
自
然
科
学
系
学
部
の
新
設
と
い
っ
て
も
、
早
稲
田
は
「
ヒ
ト
」
と
「
カ
ネ
」
の
観
点
か
ら
医
学
科
で
は
な
く
理
工
科
の

新
設
を
優
先
し
て
授
業
料
収
入
の
増
大
を
図
り
つ
つ
、
大
学
部
理
工
科
の
イ
ン
フ
ラ
（
教
員
・
機
器
・
教
授
内
容
）
を
流
用
で
き
る
工
手
学

校
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
懸
案
だ
っ
た
理
工
科
の
維
持
費
用
を
、
大
学
部
以
外
の
授
業
料
収
入
で
補
う
経
営
行
動
を
選
択
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
専
任
教
員
に
つ
い
て
も
、
専
任
教
員
の
給
与
管
理
で
は
薄
給
か
つ
高
負
担
、
高
給
か
つ
低
負
担
と
い
っ
た
階
層
性
を
伴
っ
た
管
理
が

行
わ
れ
て
い
た
点
で
は
両
校
で
共
通
す
る
も
、
早
稲
田
で
は
次
第
に
大
学
部
本
科
の
学
生
数
を
均
衡
さ
せ
、
同
程
度
の
教
育
条
件
と
な
る

べ
く
専
任
教
員
を
配
置
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
し
た
。
他
に
も
教
員
給
与
で
は
、
処
遇
と
負
担
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
時
間
負
担
に
よ

る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
、
専
門
職
人
材
で
は
坪
谷
善
四
郎
に
よ
る
当
時
の
私
立
大
学
で
は
先
駆
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
就
職
支
援

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
言
及
し
ま
し
た
。
慶
應
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
階
層
性
を
伴
う
教
員
給
与
管
理
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
一
貫

教
育
と
い
う
「
タ
テ
」
を
重
視
し
、
と
く
に
一
貫
教
育
の
最
終
で
あ
る
大
学
部
の
学
生
数
増
大
に
注
力
し
ま
し
た
。
そ
の
大
学
部
（
本
科
）

も
す
べ
て
の
学
科
の
均
衡
を
図
る
の
で
は
な
く
、
実
業
界
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
理
財
科
と
い
う
一
つ
の
学
科
に
学
生
数
を
集
中
さ

せ
、
教
育
条
件
は
そ
の
学
科
と
一
貫
教
育
ゆ
え
に
語
学
や
基
礎
的
な
教
育
を
行
う
予
科
の
改
善
に
注
力
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
然
科
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学
系
学
部
の
創
設
で
は
、
授
業
料
収
入
と
は
異
な
る
病
院
収
入
に
よ
っ
て
維
持
費
用
の
確
保
の
他
、
財
源
の
多
様
化
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
点
で
異
な
る
経
営
行
動
を
選
択
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
実
態
を
見
る
と
、
機
関
の
特
性
を
十
分
に
考
慮
し
、

経
営
資
源
の
調
達
と
配
分
と
に
尽
力
す
る
こ
と
で
、
教
育
と
財
務
の
相
克
の
調
整
を
図
り
、
私
立
大
学
と
し
て
の
発
展
を
着
実
に
成
し
遂

げ
て
い
っ
た
歴
史
的
事
実
が
理
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
創
設
初
期
の
家
内
的
な
経
営
段
階
を
脱
し
て
、
大
学
経
営
体
と
し
て
発
展

す
る
過
渡
的
な
状
態
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
帝
国
大
学
と
い
う
モ
デ
ル
が
頑
然
と
君
臨
す
る
中
で
、
い
わ
ば
早
稲
田
は
、「
非

官
立
大
学
モ
デ
ル
」
の
追
求
に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
大
学
経
営
固
有
の
問
題
、
つ
ま
り
常
に
拡
張
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
、
ま

さ
に
「
大
学
の
性
」
な
る
も
の
に
対
し
て
発
展
的
経
営
の
永
続
性
を
い
か
に
な
し
遂
げ
る
の
か
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
大
学
経
営
＝
ユ
ニ

バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
原
初
的
段
階
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
冒
頭
で
大
学
経
営
史
研
究
の
先
達
と
申
し
上
げ
た
染
谷
先
生
は
、
そ
の
ご
著
書
の
中
で
、「
私
立
大
学
経
営　

永
遠
の
課
題
」
と
し
て
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
資
金
が
不
足
す
れ
ば
、
限
り
無
い
学
術
の
教
育
と
研
究
の
発

展
に
対
応
す
る
大
学
の
旺
盛
な
食
欲
を
満
た
せ
ず
、
大
学
の
成
長
を
停
滞
さ
せ
て
し
ま
う
」
と
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
「
大
学
に
と
っ

て
、
資
金
は
そ
の
生
命
を
維
持
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「
大
学
の
興
廃
は
資
金
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差

し
支
え
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
「
大
学
財
政
に
お
い
て
、
各
年
度
の
収
支
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
、
支
出

の
節
減
を
は
か
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
支
出
の
課
題
は
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、「
学
費
等
の
引
き
上
げ
は
、

宿
命
的
な
課
題
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
は
た
し
て
大
学
財
政
の
均
衡
は
ど
こ
に
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、

早
稲
田
大
学
財
政
百
年
の
歴
史
が
物
語
る
永
遠
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
大
学
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
誕
生
し
た
わ
け
で
す
が
、
大
学
の
歴
史
の
一
面
に
は
、
つ
ね
に
大
学
を
経
営
す
る
た
め
の
資
金
を
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
の

か
が
問
わ
れ
続
け
て
き
た
事
実
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
「
大
学
と
パ
ト
ロ
ン
」
の
関
係
で
す
。
そ
し
て
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
自
律
性
と
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自
立
性
を
確
保
す
る
の
か
が
焦
点
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
近
代
日
本
に
誕
生
し
た
早
稲
田
と
い
う
私
立
大
学
の
大
学
経
営
史

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
大
学
と
資
金
と
の
関
係
と
、
そ
の
中
で
の
大
学
の
自
治
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
今
後
、「
早
稲
田
・
ワ
セ
ダ
・W

A
SED

A

」
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
刻
む
の
か
、
そ
れ
は
ま
さ
に
今
後
の
わ
が

国
私
立
大
学
経
営
の
在
り
方
の
未
来
を
占
う
行
為
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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改
め
ま
し
て
、
今
回
、
第
四
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
に
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
講
演
録
作
成
に
際
し
、
頂
戴
し
た
録
音
の
文
字
起
こ
し
及
び
当
日
発
表
資
料
を
参
考
に
、
当
日
の
発
表
で
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
箇
所
、
さ
ら
に

は
本
発
表
の
内
容
に
関
連
し
て
、
発
表
後
の
懇
親
の
場
で
ご
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
等
に
つ
い
て
、
発
表
者
の
判
断
に
よ
り
口
語
の
体
裁
で
、

大
幅
に
加
筆
修
正
を
行
い
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
当
日
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
、
お
聞
き
覚
え
の
な
い
内
容
も
お
あ
り
に
な
る
か
と
推
察

い
た
し
ま
す
。
で
す
が
本
講
演
録
の
内
容
が
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に
あ
た
り
申
し
上
げ
た
か
っ
た
こ
と
の
全
容
で
す
。
ど
う
か
ご
理
解
の
程
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
本
講
演
録
の
図
表
に
関
し
て
、
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
戸
村
（
二
〇
一
七
）
よ
り
転
載
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
当
日
の
発
表

内
容
の
う
ち
、
当
時
の
海
外
私
立
大
学
の
経
営
行
動
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
知
見
が
不
十

分
で
す
の
で
、
研
究
課
題
と
し
て
引
き
続
き
検
討
を
重
ね
、
何
ら
か
の
形
で
研
究
成
果
を
発
信
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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