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埼
玉
医
科
大
学
の
長
坂

で
す
。
一
九
八
〇
年
に
卒
業

し
ま
し
て
、
臨
床
を
し
つ
つ

基
礎
研
究
を
行
っ
て
お
り
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
三

年
ま
で
は
明
海
大
学
の
歯
学

部
に
在
籍
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
時
に
は
た
く
さ
ん
本
を

執
筆
し
て
お
り
ま
し
た
。

私
の
名
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
麻
酔
時

に
痛
み
の
刺
激
が
伝
わ
る
際

の
脊
髄
の
細
胞
活
動
の
研
究
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論
文
が
、
ア
メ
リ
カ
の
専
門

誌
に
載
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
し
た
。
今
で
は
そ
の
内
容

が
、
世
界
中
の
麻
酔
科
医

を
目
指
す
人
が
読
む
テ
キ

ス
ト
で
あ
る
、
ミ
ラ
ー
著
の

「A
nesthesia

」
と
い
う
本
に

載
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
い

ろ
い
ろ
と
良
い
研
究
を
し
て

い
る
と
自
分
で
は
思
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
一
番

“
当
た
っ
た
”論
文
で
し
た
。

麻
酔
の
歴
史

麻
酔
の
本
題
に
入
り
ま
す
。

外
科
治
療
の
発
展
は
消
毒
法

と
麻
酔
の
進
歩
に
よ
る
貢
献

が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。麻

酔
が
な
い
時
代
の
手
術

は
①
悲
鳴
が
他
の
患
者
の
耳

ま
で
届
か
な
い
場
所
に
手
術

室
を
設
け
る
。
②
患
者
を
し
っ

か
り
縛
り
付
け
る
。
③
患
者

に
外
科
医
の
ス
テ
ッ
キ
を
噛

ま
せ
る
。
④
急
い
で
手
術
を

済
ま
せ
る
。
⑤
外
科
医
の
疲

労
に
最
大
限
の
配
慮
を
払
う

等
を
留
意
し
て
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

な
ん
て
こ
と
は
な
い
、
こ

れ
は
拷
問
で
す
ね
。
今
で
は

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
話
で

す
。鎮

痛
剤
の
歴
史
は
、
ま
ず

一
八
〇
四
年
に
ド
イ
ツ
で
モ

ル
ヒ
ネ
が
開
発
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
鎮
痛
作
用

は
あ
る
が
、
意
識
は
そ
の
ま

ま
で
、
気
分
的
な
不
快
は
存

在
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

時
を
同
じ
く
一
八
〇
四
年

に
華
岡
青
洲
が「
通
仙
散
」に

よ
る
世
界
で
最
初
の
全
身
麻

酔
下
で
の
乳
癌
の
手
術
に
成

功
し
ま
し
た
。

続
い
て
一
八
四
二
年

に
ア
メ
リ
カ
で
エ
ー
テ
ル

麻
酔
に
よ
る
抜
歯
成
功
、

一
八
四
四
年
に
抜
歯
に
笑
気

ガ
ス
を
使
用
し
無
痛
を
実
現
、

一
八
八
五
年
に
コ
カ
イ
ン
の

注
射
に
よ
る
局
所
麻
酔
と
、

麻
酔
の
医
学
史
が
続
い
て
お

り
ま
す
。

こ
れ
は
一
八
七
六
年
西

南
戦
争
で
負
傷
し
た
兵
士
の
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足
を
切
断
す
る
手
術
の
様
子

で
す
。
エ
ー
テ
ル
の
次
に
開

発
さ
れ
た
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を

使
っ
て
い
ま
す
。
全
身
麻
酔

が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
先

ほ
ど
述
べ
た
拷
問
状
態
で
は

な
く
、
画
期
的
と
い
え
ま
す
。

た
だ
戦
場
で
の
手
術
ゆ
え
消

毒
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今

で
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で

す
が
、
当
時
の
日
本
人
は
免

疫
的
に
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

現
在
で
も
発
展
途
上
国
で

は
、
術
後
に
抗
生
物
質
使
用

な
し
で
も
感
染
症
が
発
生
す

る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
す
。

な
ぜ
華
岡
青
洲
の
全
身

麻
酔
法
が
世
界
に
広
ま
ら
な

か
っ
た
と
い
う
と
、
日
本
で

伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、

論
文
に
な
っ
て
お
ら
ず
い
わ

ゆ
る“
秘
伝
”と
し
て
伝
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
い

え
ま
す
。
今
で
は
外
国
で
も

華
岡
青
洲
の
名
前
は
知
れ

渡
っ
て
い
ま
す
。

麻
酔
の
概
要

麻
酔
に
は
全
身
麻
酔
法
と

局
所
麻
酔
法
が
あ
り
ま
す
。

局
所
麻
酔
法
は
末
梢
神
経
系

を
麻
痺
さ
せ
、
全
身
麻
酔
法

は
中
枢
神
経
系
を
麻
痺
さ
せ

ま
す
。

全
身
麻
酔
は
外
見
上
寝
て

い
ま
す
が
、
睡
眠
と
は
異
な

り
ま
す
。
全
身
麻
酔
下
で
は

視
床
下
部
の
電
気
活
動
も
抑

制
さ
れ
恒
温
動
物
が
変
温
動

物
に
な
る
状
態
と
な
り
ま
す
。

全
身
麻
酔
に
よ
る
意
識
喪
失

は
通
常
の
睡
眠
と
異
な
り（
Ｒ

Ｅ
Ｍ
睡
眠
が
な
く
な
り
）、
眠

り
が
深
く
な
っ
た
り
浅
く

な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
な

い
状
態
に
な
り
ま
す
。
全
身

麻
酔
下
で
メ
ス
が
入
っ
た
時
、

痛
み
を
認
識
し
ま
せ
ん
が
血

圧
や
心
拍
数
の
上
昇
な
ど
が

お
き
、
ス
ト
レ
ス
ホ
ル
モ
ン

（
コ
ル
チ
ゾ
ー
ル
や
カ
テ
コ
ー

ル
ア
ミ
ン
）
が
分
泌
さ
れ
ま

す
。全

身
麻
酔
は
①
意
識
消
失

②
鎮
痛
③
筋
弛
緩
④
有
害
反

射
の
抑
制
の
四
要
素
か
ら
な

り
ま
す
。
昔
は
四
要
素
を
満

た
す
た
め
に
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル

ム
な
ど
一
種
類
の
麻
酔
薬
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
場

合
に
よ
っ
て
は
術
後
、
な
か

な
か
目
を
覚
ま
さ
な
い
事
や
、

肝
臓
や
腎
臓
を
悪
く
す
る
よ

う
な
、
副
作
用
が
し
ば
し
ば

生
じ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
少
な
め

に
使
用
す
る
と
、
術
中
に
痛

く
て
目
が
覚
め
た
り
、
動
い

た
り
し
ま
す
。
適
度
な
麻
酔

は
高
度
な
技
術
が
必
要
で
し

た
。全

身
麻
酔
下
の
手
術
中
は
、

麻
酔
の
作
用
で
、
低
下
し
て

い
る
呼
吸
、
血
圧
、
心
拍
、

体
温
等
の
生
き
て
い
る
兆
候

（
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
）を
麻
酔

医
は
常
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
必
要
に
応

じ
て
人
工
呼
吸
を
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
人

工
呼
吸
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。

麻
酔
の
世
界
で
は
有
名
な

話
な
の
で
す
が
、
プ
ロ
レ
ス

ラ
ー
の
力
道
山
が
亡
く
な
っ

た
ケ
ー
ス
で
す
。
彼
は
体
が

大
き
く
、
首
が
短
く
太
い
、

み
る
か
ら
に
人
工
呼
吸
が
し

づ
ら
い
体
型
で
す
。
夜
の
町

で
暴
漢
に
刺
さ
れ
て
緊
急
手

術
、
全
身
麻
酔
を
か
け
た
ら
、

人
工
呼
吸
が
で
き
な
く
て
、

亡
く
な
り
ま
し
た
。

昔
は
機
材
の
未
発
達
に
よ

り
、
呼
吸
を
し
て
い
る
の
か

止
ま
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

合
併
症
を
起
こ
し
た
り
す
る

事
故
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

今
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

最
近
の
麻
酔
の
事
情

今
で
は
副
作
用
の
軽
減
の

た
め
に
四
種
類
の
薬
剤
を
用

い
て
、
前
述
の
四
要
素
を
満

た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。例

え
ば
①
意
識
の
消
失
は

デ
ス
フ
ル
ラ
ン（
吸
入
式
）と

い
う
薬
で
す
。
エ
ー
テ
ル
と

同
じ
よ
う
な
作
用
が
あ
り
、

覚
め
が
早
い
の
が
特
徴
で
、

術
後
吸
入
を
切
る
と
五
分
後

に
は
目
が
覚
め
ま
す
。

②
鎮
痛
は
レ
ミ
フ
ェ
ン
タ

ニ
ル
。
こ
れ
は
モ
ル
ヒ
ネ
と

同
じ
よ
う
な
薬
で
、
作
用
時

間
が
短
く
、
三
分
く
ら
い
で

血
中
濃
度
が
半
減
し
ま
す
。

③
筋
弛
緩
は
ロ
ク
ロ
ニ
ウ

ム
。
単
純
に
筋
肉
だ
け
を
麻

痺
さ
せ
る
薬
で
、
血
圧
や
脈

に
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
、

す
ば
ら
し
い
薬
で
す
。

私
が
若
手
の
こ
ろ
ま
で
は

ク
ラ
ー
レ
と
い
う
す
ご
い
薬

が
あ
り
ま
し
た
。
南
米
の
原

住
民
が
狩
で
使
用
す
る
吹
き

矢
に
使
う
も
の
と
同
じ
な
の

西南戦争手術時の写真を解説
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で
す
が
、
ヒ
ス
タ
ミ
ン
が
で

て
脈
が
振
れ
な
く
な
る
、
麻

酔
医
に
と
っ
て
恐
怖
の
薬
で

し
た
。

ま
た
安
全
性
を
高
め
る
た

め
、
筋
弛
緩
回
復
薬
の
ス
ガ

マ
デ
ク
ス
も
よ
く
使
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
使
用
す
る
と
瞬

く
間
に
回
復
し
ま
す
。

④
意
識
消
失
に
は
整
脈
麻

酔
薬
で
あ
る
プ
ロ
ポ
フ
ォ
ー

ル
も
よ
く
使
用
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
マ
イ
ケ
ル
ジ
ャ
ク
ソ

ン
が
毎
日
打
っ
て
い
た
こ
と

で
有
名
で
す
。
ま
た
、
最
近

東
京
女
子
医
大
で
子
供
に
使

用
し
死
亡
、
訴
訟
騒
ぎ
に
な
っ

て
い
ま
す
。（
製
薬
会
社
は
子

供
に
は
使
用
不
可
と
い
っ
て

い
る
）。

こ
の
五
つ
の
薬
は
、
昔
に

比
べ
た
ら
副
作
用
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
劇
的
に
使

い
や
す
く
な
り
、
今
の
若
い

医
師
も
一
年
も
す
れ
ば
安
全

に
麻
酔
が
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
昔
の“
さ
じ
加
減
”

と
い
っ
た
も
の
が
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
力
道
山
も
今

で
し
た
ら
死
ぬ
事
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
薬
は
た
い
へ
ん

す
ば
ら
し
い
も
の
で
す
が
、

値
段
の
方
も
高
価
で
す
。

例
え
ば
レ
ミ
フ
ェ
ン
タ
ニ

ル
や
プ
ロ
ポ
フ
ォ
ー
ル
は
一

本
四
千
円
、
ス
ガ
マ
デ
ク
ス

は
一
万
円
く
ら
い
し
ま
す
。

安
全
性
は
増
し
ま
し
た
が
、

医
療
費
の
負
担
は
大
き
く

な
っ
た
と
言
え
ま
す
。

今
、
埼
玉
医
大
に
米
国
か

ら
留
学
生
が
来
て
い
ま
す
。

彼
曰
く
、
レ
ミ
フ
ェ
ン
タ
ニ

ル
は
見
た
こ
と
が
な
い
、
デ

ス
フ
ル
ラ
ン
、
ロ
ク
ロ
ニ
ウ

ム
、
ス
ガ
マ
デ
ク
ス
は
米
国

で
は
使
っ
て
な
い
と
の
こ
と

で
す
。

日
本
と
違
っ
て
米
国
で
は

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
が
少
な
い
の
で
、
こ
の
よ

う
な
高
価
な
薬
は
な
か
な
か

使
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
よ

く
聞
く
話
で
す
。

薬
剤
の
進
歩
だ
け
で
は
な

く
医
療
機
器
の
進
歩
、
特
に

モ
ニ
タ
ー
の
進
歩
は
安
全
な

麻
酔
に
大
き
く
寄
与
し
て
い

ま
す
。
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー

タ
と
カ
プ
ノ
メ
ー
タ
の
登
場

で
、
麻
酔
お
よ
び
麻
酔
科
学

は
一
変
し
、
劇
的
に
安
全
性

が
高
ま
り
ま
し
た
。

パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
は

患
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く

血
中
酸
素
を
計
測
し
、
一
定

の
数
値
以
下
に
な
る
と
警
報

が
出
る
仕
組
み
で
す
。

ま
た
、
カ
プ
ノ
メ
ー
タ
も

同
様
に
、
呼
気
中
の
二
酸
化

炭
素
濃
度
が
わ
か
る
仕
組
み

で
、
患
者
の
呼
吸
が
で
き
て

い
な
い
と
き
に
は
、
同
じ
よ

う
に
警
報
が
出
ま
す
。

麻
酔
中
に
セ
ン
サ
ー
で
常

に
バ
イ
タ
ル
を
モ
ニ
タ
ー
し
、

自
動
的
に
薬
剤
の
投
与
の
Ｏ

Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
を
連
続
し
て
行

え
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
的

に
手
術
時
の
出
血
量
を
抑
え

る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
し

た
。以

前
は
全
身
麻
酔
か
ら
覚

醒
後
痛
い
の
は
当
然
と
す
る

風
潮
が
あ
り
ま
し
た
が
、
手

術
後
の
鎮
痛
も
重
要
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
は
術
後
に
痛
い
と
い

う
こ
と
は
、
人
権
侵
害
く
ら

い
に
思
っ
て
い
た
方
が
よ
い

状
況
で
す
。
術
後
鎮
痛
は
様
々

な
利
点
が
あ
り
ま
す
。
患
者

の
術
後
生
活
の
質
の
向
上
の

み
な
ら
ず
、
肺
塞
栓
な
ど
の

呼
吸
器
系
合
併
症
の
低
下
、

早
期
離
床
が
可
能
と
な
り
、

医
療
費
の
節
約
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

終
わ
り
に

今
後
も
、
薬
理
学
の
進
歩

や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
の

恩
恵
を
受
け
て
麻
酔
学
も
進

歩
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
麻
酔
と

い
う
医
療
行
為
は
人
間
を
対

象
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

人
を
診
る
と
い
う
心
は
変
わ

ら
ず
に
い
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

モ
ニ
タ
ー
の
語
源
は
モ
ン

ス
タ
ー
と
の
こ
と
、
一
歩
間

違
え
れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な

り
ま
す
。
機
械
を
百
％
当
て

に
せ
ず
、
実
際
に
患
者
さ
ん

の
様
子
を
直
接
診
る
こ
と
が

大
切
と
考
え
て
ま
す
。

講
演
後
、
参
加
し
た
川
高

生
と
長
坂
先
生
と
の
懇
談
会

が
行
わ
れ
、
生
徒
か
ら
の
質

問
に
快
く
答
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
先
生
が
医
学
部
を

目
指
し
た
き
っ
か
け
は
、
川

高
時
代
の
友
人
が
医
学
部
志

望
と
聞
い
て
、
自
分
も
医
学

部
に
行
こ
う
か
な
と
何
気
な

く
思
っ
た
の
が
始
ま
り
と
の

こ
と
で
す
。
意
外
な
動
機
に
、

生
徒
た
ち
も
び
っ
く
り
し
て

ま
し
た
。
こ
の
中
か
ら
将
来

医
師
に
な
る
生
徒
が
で
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

麻酔の種類について説明
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剣
道
部
は
、
創
立
間
も
な
い

明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年

に
「
撃
剣
部
」
の
名
称
で
発
足
。

大
正
に
な
る
と
、
生
徒
に
剣

道
か
柔
道
の
ど
ち
ら
か
を
「
必

修
科
目
」
と
し
て
練
習
さ
せ
て

い
て
、関
東
地
方
の
大
会
で
数
々

の
優
勝
を
果
た
し
、
全
国
大
会

に
も
出
場
し
て
い
る
。
い
わ
ば

「
第
一
期
黄
金
時
代
」と
い
え
る
。

こ
の
時
代
の
中
心
選
手
と
し

剣
道
部
の
歴
史 

一
松
村
　
定
明

 （
高
二
十
回
）

て
活
躍
し
た
北

村
博
学
さ
ん

は
、
川
越
中

学
卒
業
翌
年

の
大
正
十
五

（
一
九
二
六
）

年
十
一
月
一

日
、
第
三
回
明

治
神
宮
体
育
大

会
青
年
団
の
部

に
埼
玉
代
表
で

出
場
、
全
国
優

勝
し
た
。

大
正
か
ら
昭

和
の
初
め
に
か
け
て
の
「
第
一

期
黄
金
時
代
」
を
支
え
た
一
人

と
し
て
剣
道
師
範
の
間
中
鹿
太

郎
先
生
が
い
る
。
戦
後
に
学
校

か
ら
武
道
が
「
追
放
」
さ
れ
る

ま
で
師
範
を
務
め
た
。
間
中
先

生
は
本
校
の
近
く
に
明
信
館
と

い
う
剣
道
の
道
場
を
お
持
ち
に

な
っ
て
い
て
、こ
の
道
場
に
通
っ

て
剣
道
を
始
め
た
と
い
う
川
中
、

川
高
生
徒
は
何
人
も
い
た
。

昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年

十
二
月
に
『
真
珠
湾
攻
撃
』
が

行
わ
れ
、太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ

て
い
る
。
戦
時
色
が
強
ま
る
中
、

翌
年
に
は
従
来
の
学
友
会
が
解

消
さ
れ
、「
川
越
中
報
国
団
」
に

改
組
さ
れ
、「
剣
道
部
」
も
「
剣

道
班
」
と
な
っ
た
。

昭
和
二
〇
年
終
戦
。
そ
の
後
、

学
校
で
の
武
道
（
剣
道
・
柔
道
・

薙
刀
・
弓
道
）
は
進
駐
軍
の
命

令
で
禁
止
と
な
っ
た
。
武
道
が

日
本
軍
の
「
大
和
魂
」
の
精
神

形
成
に
影
響
し
た
と
の
判
断
に

よ
り
、「
軍
国
主
義
的
な
教
育
の

片
鱗
は
残
さ
な
い
」
と
の
通
達

で
、
剣
道
の
防
具
は
校
庭
で
燃

や
さ
れ
る
な
ど
し
た
と
い
う
。

昭
和
二
十
三
年
、
学
制
改
革

で
川
越
高
校
と
な
る
。
各
部
の

復
活
・
新
設
が
相
次
ぐ
中
で
剣

道
部
の
復
活
は
、
ま
だ
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

終
戦
後
、
進
駐
軍
か
ら
「
追

放
」
さ
れ
た
武
道
。
そ
れ
で
も

一
部
の
愛
好
者
に
よ
っ
て
、
消

え
る
こ
と
な
く
守
ら
れ
て
い
た
。

川
越
の
拠
点
と
な
っ
た
の
は
戦

前
、
多
く
の
剣
士
を
育
て
て
き

た
明
信
館
だ
っ
た
。
昭
和
二
七

年
学
校
に
お
い
て「
撓（
し
な
い
）

競
技
」
を
認
め
る
通
達
が
文
部

省
か
ら
出
さ
れ
た
。

こ
の
年
、
明
信
館
に
通
っ
て

い
た
水
野
仁
さ
ん
や
長
谷
川
稔

さ
ん
ら
四
人
が
学
校
や
同
級
生

ら
に
働
き
掛
け
て
部
活
動
を
始

め
て
い
る
。
こ
の
際
、
学
校
で

防
具
二
組
を
購
入
し
て
も
ら
っ

て
い
る
。

昭
和
三
十
年
「
撓
（
し
な
い
）

競
技
部
」
改
め
「
剣
道
部
」
と

し
て
の
活
動
が
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
年
「
川
高
剣
道
部
後
援

会
」
が
正
式
に
発
足
。
こ
の
こ

ろ
は
、
ま
だ
思
う
よ
う
な
結
果

は
出
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か

し
、
徐
々
に
「
上
位
進
出
」
の

兆
し
が
見
え
始
め
て
い
た
。
例

え
ば
三
十
四
年
の
埼
玉
県
春
季

学
徒
大
会
は
準
決
勝
に
進
出
。

同
三
十
六
年
の
全
国
大
会
予
選

で
は
三
位
、
秋
の
県
新
人
戰
で

古
屋
毅
登
さ
ん
は
個
人
優
勝
を

し
て
い
る
。

昭
和
三
十
七
年
四
月
、
剣
道

大正 13 年５月の第二回誘掖会主催県下中学校剣道大会
優勝の記念写真。最前列左から 2 人目が浅野誠一さん、
3 人目が山崎豊さん、4 人目が北村博学さん｡ 北村さん
の後ろに誘掖会会長の渋沢栄一翁が写っている。埼玉
学生誘掖会は明治 35 年に渋沢翁が発起人となり､ 学生
を援助するために設立された。

部
の
顧
問
に
豊
島
正
夫
先
生
が

就
任
す
る
。
当
時
、
東
京
教
育

大
学
体
育
学
部
を
卒
業
し
た
ば

か
り
の
剣
道
五
段
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
翌
年
か
ら
本
当
の
「
猛

稽
古
」
が
始
ま
っ
た
。

先
生
は
、
昭
和
三
十
八

年
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
月

二
十
二
日
ま
で
「
百
日
寒
稽

古
」
を
敢
行
し
て
い
る
。
こ
れ

が　
「
第
二
期
黄
金
時
代
」
を
築

く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
稽
古

は
始
業
前
の
午
前
七
時
十
分
か

ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
行
わ

れ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
曜
日
も
試

験
日
も
行
わ
れ
た
。
一
、二
年
生

部
員
二
十
二
人
、
寒
稽
古
全
員

無
欠
席
を
達
成
し
た
。

そ
し
て
新
学
期
、
昭
和

三
十
九
年
埼
玉
県
春
期
学
徒
大

会
兼
国
体
予
選
に
お
い
て
、
決

勝
で
川
口
高
校
と
対
戦
し
、
三

対
二
で 

「
川
高
」
と
し
て
念
願

の
初
優
勝
を
果
た
し
て
い
る
。

川
越
高
等
学
校
剣
道
部
開
校

五
十
周
年
記
念
誌
よ
り
抜
粋

次
回
に
続
く
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「
ア
ト
レ
」
が
オ
ー
プ
ン
し

て
か
ら
、
五
月
で
二
十
七
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。

駅
前
交
通
広
場
も
、
何
回
か

の
改
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

こ
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
川
越
の

イ
メ
ー
ジ
が
満
載
で
す
。
ち
ょ

っ
と
食
傷
気
味
な
ほ
ど
。

設
計
の
受
託
者
は
復
建
エ

ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
で
す
が
、
デ

ザ
イ
ン
設
計
は
戸
田
芳
樹
風
景

計
画
で
す
。
ア
ト
レ
の
設
計
者

で
あ
る
佐
藤
総
合
計
画
に
修
景

計
画
を
発
注
し
、
関
係
者
が
議

論
し
な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
上
げ
て
行
き
ま
し

た
。
な
お
、
平
成
三
年
度
の
第

六
回
公
共
の
色
彩
賞
を
受
賞
し

て
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

川
越
に
帰
っ
て
き
た
人
に
と
っ

て
、
故
郷
に
戻
っ
て
き
た
と
思

え
る
よ
う
な
、
ま
た
、
初
め
て

川
越
を
訪
れ
た
方
に
は
、
川
越

ら
し
さ
に
出
会
え
る
よ
う
な
場

と
考
え
ま
し
た
。

こ
の
頃
は
、
蔵
造
り
の
町

並
み
の
整
備
が
徐
々
に
進
み
出

し
、
そ
れ
と
共
に
知
名
度
が
上

が
り
、
観
光
客
が
増
え
始
め
た

時
期
で
す
。

し
か
し
、
川
越
駅
の
周
辺
は

と
い
う
と
、
江
戸
時
代
は
町
外

れ
で
蔵
の
街
か
ら
も
遠
く
、
な

ん
ら
歴
史
的
都
市
と
し
て
の
雰

囲
気
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き

雁
の
記

（
高
二
十
七
回
）

荒
牧　

澄
多 

記

川
越
散
策
日
記

川
越
駅
東
口
の
話

ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
現
代
の
川
越
の
顔

と
な
る
こ
の
場
所
に
、
川
越
の

歴
史
や
文
化
を
取
り
込
ん
だ
デ

ザ
イ
ン
を
計
画
し
た
の
で
す
。

ま
ず
は
、
デ
ッ
キ
の
上
を
町

並
み
に
、
下
を
川
に
見
立
て
ま

し
た
。

広
場
全
体
を
取
り
囲
ん
で

い
る
の
は
、
川
越
の
自
然
を
象

徴
す
る
緑
で
す
。
地
下
駐
車
場

の
入
り
口
は
、
屋
敷
林
を
イ
メ

ー
ジ
し
た
樫
と
紅
葉
の
列
植
、

四
隅
は
埼
玉
県
の
木
の
欅
と
、

我
が
母
校
の
シ
ン
ボ
ル
、
楠
で

す
。中

央
の
デ
ッ
キ
は
、
新
河

岸
川
に
架
か
る
橋
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
で
、
床
は
太
鼓
橋
状
に

膨
ら
み
、
手
す
り
は
欄
干
に
見

立
て
て
笠
木
を
赤
く
塗
り
ま
し

た
。
こ
の
端
部
に
は
、
親
柱
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
が
置

か
れ
ま
し
た
。
蔵
造
り
の
影
盛

り
を
模
し
た
鍛
鉄
と
、
川
越
祭

り
や
縞
柄
の
絵
タ
イ
ル
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

縞
柄
は
、
川
越
唐
桟
か
ら

持
っ
て
き
ま
し
た
。
地
上
部
の

歩
道
も
縞
模
様
で
す
。
デ
ッ
キ

か
ら
下
を
覗
い
て
見
て
く
だ
さ

い
。
但
し
身
を
乗
り
出
し
す
ぎ

な
い
よ
う
要
注
意
。

織
物
は
、
か
つ
て
の
川
越
の

主
要
産
業
で
す
。
そ
の
表
徴
と

し
て
、
唐
桟
の
縞
模
様
を
模
し

ま
し
た
。

デ
ッ
キ
の
上
に
目
を
戻
し

ま
し
ょ
う
。手
す
り
や
ベ
ン
チ
、

街
路
灯
な
ど
に
黒
い
鉄
の
造
形

が
あ
り
ま
す
。鍛
鉄
と
言
っ
て
、

鉄
を
熱
し
槌
で
叩
い
て
作
り
上

げ
る
ア
ー
ト
作
品
で
す
。
作
者

は
、
小
峰
貴
芳
氏
（
ア
ト
リ
エ

遊
火
山
、
と
き
が
わ
町
在
住
）。

世
界
中
か
ら
招
待
さ
れ
る
作
家

で
す
。
鍛
鉄
の
力
強
さ
が
、
蔵

造
り
と
よ
く
合
っ
て
い
ま
す
。

よ
く
見
る
と
、
亀
屋
や
蔵
造
り

資
料
館
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
。

手
す
り
も
、
外
周
部
と
内
側

で
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
り
ま
す
。

外
周
部
は
町
並
み
を
テ
ー
マ

に
、
町
家
の
格
子
と
屋
根
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
笠
木
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
影
盛
り
状
の
小
品

も
つ
い
て
い
ま
す
よ
。
一
方
、

内
側
の
手
す
り
は
丸
い
笠
木
で

川
岸
の
フ
ェ
ン
ス
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
手
す

り
の
足
元
の
グ
レ
ー
の
タ
イ
ル

は
、
屋
根
の
一
番
上
に
葺
か
れ

る
雁ガ
ン
ブ
リ
ガ
ワ
ラ

振
瓦
を
模
し
て
い
ま
す
。

デ
ッ
キ
を
支
え
る
広
い
桁

を
隠
す
為
、
蔵
造
り
の
軒
蛇
腹

を
採
用
し
ま
し
た
。

こ
れ
以
外
に
も
、
蔵
造
り
の

デ
ザ
イ
ン
が
そ
こ
か
し
こ
に
あ

り
ま
す
の
で
、
探
し
て
み
て
は

い
か
が
。

次
回
も
、
川
越
駅
東
口
の
デ

ザ
イ
ン
の
続
き
を
掲
載
す
る
こ

と
を
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

新河岸川に架かる橋をイメージしたデッキ

小峰氏による鍛鉄の造形
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平
成
二
十
九
年
三
月
十
六
日

第
十
一
回
川
越
初
雁
会
ゴ
ル
フ

コ
ン
ペ
が
、
三
十
七
名
の
参
加

者
の
も
と
川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
東
コ
ー
ス
か
ら
の
ス
タ

ー
ト
で
し
た
が
、
岩
堀
会
長
、

鈴
木
運
夫
（
高
九
回
）
の
気
心

の
知
れ
た
お
二
人
と
廻
れ
た
こ

と
、
又
ス
リ
ー
サ
ム
で
プ
レ
ー

に
余
裕
が
で
き
た
こ
と
が
、
優

 

春

季

散

策

会  

ゴ
ル
フ
同
好
会

勝
の
最
大
の
原
因
と
思
っ
て
い

ま
す
。
お
二
人
に
は
心
か
ら
感

謝
致
し
ま
す
。

実
は
同
ク
ラ
ブ
で
第
四
回
に

優
勝
し
た
と
き
と
、
奇
し
く
も

同
ス
コ
ア
で
し
た
。
こ
れ
も
何

か
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
ま

す
。
今
年
八
十
歳
に
な
り
ま
し

た
が
、
こ
こ
か
ら
が
再
ス
タ
ー

ト
と
思
い
気
力
体
力
の
続
く
限

り
参
加
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。最

後
に
な
り
ま
す
が
、
松
本

会
長
以
下
幹
事
の
皆
様
に
は
、

い
つ
も
気
遣
い
、
心
遣
い
を
頂

き
改
め
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
と
共
に
今
後
と
も
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

発
行
人

会　

長 

岩
堀

 

弘
明

事
務
局
長 

加
島

 

篤
人

事
務
局 

川
越
市
六
軒
町一
￨

三
￨

十

題
字 

吉
沢
翠
亭（
義
和
）

印
刷 

（株）
櫻
井
印
刷
所

足
利
学
校
と
世
良
田
東
照
宮

優
勝
者 

樫
木 

権
一

年
会
費
二
千
円
未
納
の
方
は
、

お
早
め
に
納
入
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
お
願
い

今
年
の
散
策
会
で
は
初
め

て
、
埼
玉
県
を
離
れ
隣
の
栃
木

県
を
訪
れ
ま
し
た
。

五
月
十
四
日
、
快
晴
の
下

二
十
三
名
の
参
加
に
よ
り
川
越

を
出
発
、
栃
木
県
足
利
市
に
向

か
い
ま
し
た
。

ま
ず
訪
れ
た
の
は
、
日
本
最

古
の
学
校
と
し
て
知
ら
れ
る
足

利
学
校
で
す
。
こ
こ
は
儒
学
を

学
ぶ
た
め
に
全
国
か
ら
多
く
の

学
徒
が
集
ま
り
、
当
時
の
文
化

都
市
と
も
言
え
る
足
利
の
中
心

を
成
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
ガ

イ
ド
の
案
内
に
耳
を
傾
け
な
が

ら
、
当
時
の
様
子
を
思
い
浮
か

べ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
足
利
学
校
か
ら
ほ
ど

近
い
、「
め
ん
割
烹
な
か
川
」
へ

場
所
を
移
し
昼
食
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
の
店
は
あ
の
「
相

田
み
つ
を
」
ゆ
か
り
の
店
と
し

て
も
有
名
で
、
店
内
に
飾
ら
れ

た
作
品
の
他
に
も
、
店
舗
看
板

や
箸
袋
ま
で
作
品
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
お
店
で
同
氏
も

好
物
だ
っ
た
と
言
う
、
蕎
麦
を

名
物
の
甘
露
煮
と
と
も
に
美
味

し
く
い
た
だ
き
な
が
ら
、
会
員

同
士
の
懇
親
を
深
め
ま
し
た
。

昼
食
後
に
は
、
源
姓
足

利
氏
二
代
目
の
足
利
義
兼
が

一
一
九
六
年
に
建
て
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
鑁バ
ン
ナ
ジ
阿
寺
を
訪
れ
た

後
、
足
利
を
後
に
し
て
太
田
に

あ
る
世
良
田
東
照
宮
に
向
か
い

ま
し
た
。

世セ

ラ

ダ
良
田
が
徳
川
氏
の
先
祖
の

地
と
い
う
こ
と
か
ら
三
代
将
軍

家
光
が
、
日
光
東
照
宮
を
移
築

し
家
康
公
を
祀
っ
た
と
い
う
世

良
田
東
照
宮
に
つ
い
て
、
徳
川

家
の
由
来
、
東
照
宮
の
歴
史
な

ど
に
つ
い
て
解
説
い
た
だ
き
ま

し
た
。

そ
の
中
で
も
久
能
山
、
富
士

山
、
世
良
田
、
日
光
が
一
直
線

上
に
あ
る
の
は
、
久
能
山
に
神

と
し
て
再
生
さ
れ
た
家
康
公
が

富
士
（
不
死
）
の
山
を
越
え
て

永
遠
の
存
在
と
な
り
、
遠
祖
の

地
を
通
り
宇
宙
の
中
心
軸
線
上

に
鎮
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

と
い
う
説
が
あ
る
と
聞
き
、
個

人
的
に
大
変
興
味
を
ひ
か
れ
ま

し
た
。（
事
務
局
）

三十七名参加の川越カントリ－でのコンペ

（
高 

八
回
）

足利学校遠景

世良田東照宮にて


