
社
会
人
学
生
入
学
へ
向
け
て

愛
知
県
名
古
屋
市
の
北
東
部
、
岐
阜
県
多
治
見
市
の
隣
、
小
牧
市

に
位
置
す
る
愛
知
文
教
大
学
は
ま
だ
歴
史
も
浅
く
、
平
成
一
〇
年
の

開
学
で
、
今
年
ち
ょ
う
ど
開
学
一
〇
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
去
る
三

月
末
に
は
七
期
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
本
学
の
学

部
は
国
際
文
化
学
部
、
国
際
文
化
学
科
（
外
国
語
専
攻
／
日
本
文
化

専
攻
）
で
、
語
学
教
育
を
中
心
に
据
え
て
、
日
本
お
よ
び
諸
外
国
の

文
化
を
学
修
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
柱
と
し
て
い
る
た
い
へ
ん
小
さ

な
大
学
で
す
。
ま
た
、
教
員
免
許
状
を
取
得
す
る
た
め
の
教
職
に
関

す
る
科
目
や
、
博
物
館
学
芸
員
資
格
課
程
科
目
と
い
っ
た
資
格
関
連

科
目
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
一
学
年
の
学
生
定
員
は
一
三
〇
名
で
そ

の
一
部
に
留
学
生
・
社
会
人
学
生
が
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
本
学
の
立
地
条
件
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
小
牧
市
と
の

密
接
な
関
係
は
大
前
提
で
、
そ
の
意
味
合
い
に
お
い
て
「
知
の
地
域

社
会
へ
の
還
元
」
が
も
と
も
と
重
要
な
課
題
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
（
当
初
よ
り
社
会
人
入
学
の
枠
は
存
在
し

て
い
る
の
で
す
が
）
本
学
で
は
三
年
ほ
ど
前
か
ら
よ
り
強
力
に
社
会

人
へ
門
戸
を
広
げ
よ
う
と
舵
を
切
り
ま
し
た
。
本
格
的
に
力
を
入
れ

だ
し
た
三
年
前
と
い
う
の
が
、
は
た
し
て
遅
か
っ
た
の
か
早
か
っ
た

の
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
募
集
を
続
け
る
と
、

そ
れ
以
来
、
毎
年
一
定
数
の
社
会
人
が
入
学
し
、
彼
ら
が
一
般
の
一
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●
事
例
紹
介

●

ひ
と

つ
の

出
発

点
～

書
跡
資
料
研
究
会

～

増
田

孝
（
愛
知
文
教
大
学
副
学
長
・
教
授
）
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表１ （職は当時）

・女房奉書について（1999,2,18 増田 孝教授）

・兵法書購読（1999,7,15 村林正美教授）

・井上文雄の詩を読む（1999,9,16 坂田 新副学長）

・片仮名資料について（1999,10,21 大槻 信講師）

・資料の年代測定について（1999,12,16 名古屋大学年代測定センター 小田寛貴氏）

・能書としての藤原教長（2000,10,19 黒田彰子教授）

・新井白石の手紙（2000,11,16 増田 孝教授）

・サンスクリット語筆写資料について（2000,11,16 遠藤 康助教授）

・明恵を読む（2000,12,21 大槻 信講師）

・桑名藩士の水練功名（2001,1,18 村林正美教授）

・金石文概説（2001,4,19 坂田 新副学長）

・尾張藩の古文書（2001,5,17 熱田高校教諭 鬼頭勝之氏）

・江月宗玩の手紙を読む（2001,6,21 増田 孝教授）

・『安濃白水記』巻3「藤堂家御上国の事」を読む（2001,7,19 村林正美教授）

・戦国時代の武将の手紙について（2001,9,20 篷左文庫学芸員 下村信博氏）

・吉野の桜（2001,10,18 黒田彰子教授）

・般若心経梵字写本を読む（2001,11,15 遠藤 康助教授）

・千利休の手紙（2002,1,17 増田 孝教授）

・鶴舞図書館蔵尾張名家詩（1）（2002,2,21 坂田 新副学長）

・宝蔵院流槍術極意書を読む（2002,2,21 村林正美教授）

・山岡直記筆七言詩屏風（2002,4,18 坂田 新副学長）

・母がＰＡＰＡ？（2002,6,20 大秦一浩講師）

・簡体字あれこれ（2002,9,19 川田 健講師）

・三河に生まれた尾張（2002,10,17 名古屋市立博物館学芸員 鳥居和之氏）

・幕末松本藩士（藤井東太郎）の旅日記（2002,11,21 村林正美教授）

・独立性易の詩（2003,1,16 坂田 新学長,増田 孝教授）

・才葉抄講読（2003,1,16 黒田彰子教授）

・芳春院の仮名手紙（2003,4,17 増田 孝教授）

・後柏原天皇宸翰詠草短冊（2003,6,19 増田 孝教授）

・「冒涜」は冒�か―漢字とコンピュータ（2003,7,17 川田 健講師）

・小堀正之の手紙を読む（2003,9,18 増田 孝教授）

・柳生宗矩に宛てた沢庵宗彭の手紙（2003,11,20 増田 孝教授）

・松本藩お家騒動と忍術家芥川家（2003,12,18 村林正美教授）

・てには秘伝書購読（2004,2,19 大秦一浩講師）

・妙顕寺日豊の手紙（2004,5,20 増田 孝教授）

・武術家の文通録（2004,6,17 村林正美教授）

・碑碣談（2004,9,16 坂田 新学長）

八
歳
学
生
に
溶
け
込
ん
で
机
を
並
べ
て
勉
学
に
い
そ
し
み
、
大
学
祭

を
は
じ
め
各
種
の
行
事
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
学
園
生
活
を
楽
し

ん
で
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
結
果
的
に
は
所
期
の
目
標
は
達
成
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い

ま
す
。

当
初
、
年
齢
的
に
も
開
き
の
あ
る
社
会
人
が
増
え
た
場
合
に
、
若

い
学
生
や
少
な
か
ら
ぬ
留
学
生
た
ち
と
い
か
な
る
学
園
生
活
を
送
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
不
安
も
含
め
て
、
教
職
員
に
と
っ

て
も
未
知
数
の
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

書
跡
資
料
研
究
会
の
発
足

本
学
学
長
の
坂
田
新
の
発
案
で
標
記
の
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
の

は
開
学
後
間
も
な
い
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
一
月
の
こ
と
で
し

た
。
坂
田
学
長
の
専
門
は
漢
文
学
。
一
方
、
筆
者
は
日
本
の
書
の
歴

史
が
専
門
で
、
大
学
で
は
古
文
書
学
や
書
跡
史
、
日
本
文
化
史
を
担

当
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
私
た
ち
の
領
域
は
「
書
」

を
共
通
項
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
で
に
四
〇
年
近
く
の
旧

知
で
も
あ
る
私
た
ち
は
と
も
に
、
先
人
が
筆
で
書
き
遺
し
た
「
書
跡
」

を
研
究
の
素
材
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
書
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
文

学
の
立
場
や
歴
史
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
を
解
読
・
解
析
す
る
こ
と

を
研
究
の
出
発
点
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
共
有
し
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
り
基
礎
的
な
部
分
で
研
究
者
と
し
て
の
相
互
理
解
が
こ
れ
ま
で
に

培
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
力
と
な
っ
た
と
今
で
は
考
え
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
過
去
を
経
て
「
書
跡
資
料
研
究
会
」
の
発
足
と
な
っ

た
わ
け
で
し
た
。

書
跡
資
料
研
究
会
は
毎
月
の
第
三
木
曜
の
夕
方
、
名
古
屋
市
栄
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
名
古
屋
放
送
局
の
二
一
階
に
あ
る
一
室
を
借
り
て
行
っ
て
い

ま
す
。
三
月
と
八
月
と
を
除
く
年
一
〇
回
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
休
ま

ず
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
市
民
に
呼
び
か
け
て
研
究
会
を
始
め
、
そ
れ
が
今
も
な
お

継
続
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
四
月
に
は
第
九
三
回
を
重
ね
ま
し
た
の

で
、
も
う
十
年
に
な
り
ま
す
。
こ
の
会
が
、
途
中
一
度
の
休
み
も
無

く
今
ま
で
存
続
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身
は
じ
め
誰
ひ

と
り
予
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
会
員
数
は
当
初
二
〇
人

前
後
で
し
た
が
、
今
で
は
五
〇
人
ほ
ど
が
登
録
し
て
い
ま
す
。
常
時

出
席
す
る
人
は
三
〇
人
を
越
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
さ
い
わ
い
受
付

等
の
事
務
的
な
こ
と
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
中
部
ブ
レ
ー
ン
ズ
の
Ｏ
Ｂ
の
方
が
世

話
人
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
会
場
の
設
営
な
ど
あ
れ
こ
れ
と
面

倒
を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
は
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で

す
。さ
て
こ
こ
で
過
去
の
書
跡
資
料
研
究
会
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。
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名
古
屋
の
繁
華
街
栄
の
地
下
鉄
駅
近
く
に
位
置
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
あ
る

利
便
性
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
遠
く
か
ら
の
受
講
者
も
い

ま
す
。
わ
れ
わ
れ
講
師
は
月
に
一
度
だ
け
、
夕
方
か
ら
配
付
資
料
を

用
意
し
、
そ
そ
く
さ
と
会
場
へ
向
か
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
講
師
は

手
弁
当
で
一
切
謝
礼
な
し
。
そ
の
意
味
合
い
で
は
、
か
な
り
厳
し
い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
下
か
ら
支
え
て
い
る
と
い
う
気
概
が
な
く
て

は
、
と
て
も
続
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
時
こ
の
会
で
、
本
学
の
社
会
人
学
生
へ
の
呼
び
か
け
を
し
、

そ
れ
に
応
じ
て
社
会
人
学
生
へ
の
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
毎
年
少
し
ず
つ
入
学
を
果
た
さ
れ
、
今
で
は
こ
の
会
の

出
身
者
が
各
学
年
に
一
定
数
在
籍
し
て
い
る
の
で
す
。

書
跡
資
料
研
究
会
の
会
員
か
ら
社
会
人
と
し
て
入
学
さ
れ
て
い
る

方
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
本
学
の
社
会
人
学
生
の
ひ
と
つ
の
大
き

な
特
色
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

一
〇
年
前
に
坂
田
学
長
と
筆
者
が
始
め
た
書
跡
資
料
研
究
会
に
お

け
る
地
道
な
活
動
は
、
現
在
こ
う
し
た
形
で
実
を
結
ん
だ
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
自
画
自
賛
的
な
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
こ
の
会

を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
多
く
の
方
々
の
お
か
げ
と
感
謝
し
て

い
る
次
第
で
す
。
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前
に
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、
毎
度
、
漢
文
学
や
日
本
の
古
文
書

の
専
門
家
が
講
師
を
務
め
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
外
部
の
方
を

講
師
に
招
聘
し
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
近
年
は
本
学
の
教
員
を
中
心

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
講
座
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す

（
表
１
）。

社
会
人
学
生
と
し
て

書
跡
資
料
研
究
会
の
会
員
層
は
、
お
お
む
ね
仕
事
を
リ
タ
イ
ア
し

た
人
た
ち
が
多
い
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
若
い
方
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
い
ず
れ
も
書
へ
の
関
心
を
お
持
ち
の
方
ば
か
り
だ
と
思
い

ま
す
。
中
に
は
古
文
書
の
先
生
や
、
茶
道
の
先
生
、
書
道
を
教
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
博
物
館
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
さ
れ
て
い
る
方
、

大
学
の
研
究
者
の
方
な
ど
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
現
役
学
生
も
時

に
は
い
ま
す
。
男
女
比
は
半
々
と
い
う
と
こ
ろ
。
五
〇
人
ほ
ど
入
る

教
室
は
こ
の
ご
ろ
で
は
毎
回
ほ
ぼ
満
員
に
近
い
状
態
で
す
。
受
講
者

は
書
や
漢
詩
文
、
古
文
書
と
い
っ
た
伝
統
文
化
へ
の
関
心
の
強
い
方

ば
か
り
で
、
そ
の
意
味
で
こ
の
会
は
本
学
大
学
院
の
サ
テ
ラ
イ
ト
教

室
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。

異
な
る
点
と
い
え
ば
、
講
師
の
顔
ぶ
れ
が
ご
覧
の
よ
う
に
折
々
変

わ
る
こ
と
で
、
テ
ー
マ
自
体
も
講
師
の
得
意
分
野
を
お
話
し
す
る
、

聞
く
側
に
し
て
み
れ
ば
贅
沢
な
会
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
教
室
が
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・聖護院興意法親王和歌（2004,11,18 増田 孝教授）

・短冊講話（2005,1,20 増田 孝教授）

・江勢紀行を読む（2005,4,21 村林正美教授）

・三宅亡羊の手紙（2005,9,15 増田 孝教授）

・佐藤牧山「寿星賛」など（2005,10,20 坂田 新学長）

・吉良流礼法と吉良上野介（2005,12,15 村林正美教授）

・本阿弥光悦の手紙（2006,1,19 増田 孝教授）

・天保11年（1840）下那珂西村百姓乙蔵の敵打ち（2006,7,20 村林正美教授）

・藤木敦直と大師流の書（200610,19 増田 孝教授）

・『吉備大臣入唐絵巻』を読む（2006,11,16 岡田美穂講師）

・後柏原院添削のある中院通胤の詠草（2006,12,21 増田 孝教授）

・『草字訣』について（20072,15 坂田 新学長）

・二通の千利休の手紙（2007,4,19 増田 孝教授）

・越後の一農民中澤松太郎の安政四年伊勢参宮日記（2007,5,17 村林正美教授）

・御伽草紙『羅生門』と頼光四天王説話（2007,10,18 岡田美穂講師）

・策彦周良の詩（200711,15 坂田 新学長・増田 孝教授）

・烏丸光広の手紙（2008,1,17 増田 孝教授）

・寛政12年（1880）旅人孫右衛門の病死とその取り扱いについて（2008,2,21 村林正美教授）

・本阿弥光悦の手紙（2008,4,17 増田 孝教授）
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