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二
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記
念
シ
ン
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ジ
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ム
実
行
委
員
会
主
催

明
治
人． 
福
津
諭
吉

渡
辺
利
夫

（
拓
殖
大
学
学
事
顧
問
）

左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
「
造
作
」
し
た
福
揮
像

福
津
諭
吉
は
幕
末
の
三
十
三
年
を
生
き
、
維
新
を
迎
え
て

か
ら
三
十
三
年
を
生
き
て
、
激
動
の
時
代
を
活
写
し
続
け

六
十
六
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
世
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
福
揮
の
人
物
像
が
真
実
の
福
津
像
と
は
ず
い
ぶ
ん
異

な
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
観

点
J
ら
問
、
っ
た
の
が
私
の
著
作
『士
魂
｜
福
津
諭
吉
の
真
実
』

（
海
竜
社
）

で
す
。

福
津
諭
吉
と
聞
く
と
、
多
く
の
方
が
、
幕
末
か
ら
明
治
期

に
、
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
て
、
新
生
日
本
を
創
成
す
べ
し

と
説
い
た
文
明
開
化
論
者
、
欧
化
主
義
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
「
天
は
人
の

上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
い
う
天
賦
人

権
説
を
説
い
た
人
物
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
と
思
い
ま

み
よ
う
だ
い

す
。も
う
少
し
詳
し
い
方
だ
と
、
「
政
府
は
国
民
の
名
代
に
て
、

国
民
の
思
う
と
こ
ろ
に
従
い
こ
と
を
な
す
も
の
な
り
」
と
主

張
し
た
社
会
契
約
説
の
啓
蒙
思
想
家
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
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持

っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

ど
、
っ
し
て
こ
の
よ
、
？
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
と
い
う
の
が
私
の
疑
問
で
す
。
福
津
諭
吉
の
名
を

世
に
高
か
ら
し
め
た
著
作
が

『学
問
の
す
〉
め
』

で
す
。

三
百
四
十
万
部
売
れ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
明

治
維
新
期
の
日
本
の
人
口
は
三
千
五
百
万
人
で
す
か
ら
、
十

人
に
一
人
が
買
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

『学

問
の
す
、
め
』
の
影
響
力
が
大
変
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
一

つ
の
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
『
福
翁
自
伝
』
に

か

た

き

ご

ざ

a

い
わ
れ
る
「
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
い
う
強
烈

な
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

福
揮
の
父
親
は
無
類
の
学
問
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
中

津
藩
で
は
漢
籍
で
は
彼
に
か
な
う
者
は
い
な
い
と
い
う
ほ
ど

の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
の
で
す
が
、
門
閥
制
度
に
遮
ら
れ
た
た

め
に
、
学
問
を
通
じ
て
の
社
会
的
上
昇
は
不
可
能
で
あ
り
、

失
意
の
生
涯
を
送
り
ま
し
た
。

父
親
は
福
揮
が
ま
だ
子
供
の
と
き
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
、
直
接
聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
母
親
か
ら
「
下

級
士
族
の
子
供
で
は
出
世
で
き
な
い
。
学
識
に
応
じ
て
出
世

メ
l
ジ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
1
h
＋品、

1
l
 福
j畢

思
想
は
も
っ
と
多
面
的
、

す
。

多
層
的
な
思
想
だ
と
思
っ
て
い
ま

榎
本
と
勝
を
批
判
す
る
「
病
我
慢
之
説
」

わ
た
な
べ

シ
』
『

ν
b
w
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昭
和
十
四
年
、
山
梨
県
生
ま
れ
。
慶
臆

義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業
後
、
同
大
学
院

経
済
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
満
期
取
得

退
学
。
経
済
学
博
士
。
筑
波
大
学
教
授
、

東
京
工
業
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
拓
殖
大

学
国
際
開
発
学
部
学
部
長
、
同
大
学
学
長

お
よ
び
総
長
を
歴
任
。

専
門
は
開
発
経
済
学
・
ア
ジ
ア
経
済
で
あ

る
。
日
本
思
想
史
に
も
造
詣
が
深
い
。
著

作
に
、

『神
経
症
の
時
代
』
（
文
春
学
塾
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）
、

『ア
ジ
ア
を
救
っ
た
近
代

日
本
史
講
義
』
（
P
H
P
新
書
）
、

『士
魂

｜
福
津
諭
吉
の
真
実
』

（
海
竜
社
）
、

『決

定
版
脱
亜
論
』
（
育
鵬
社
）
、

『死
生
観
の

時
代
』
（
海
竜
社
）
な
ど
。

で
き
る
の
は
お
寺
だ
け
だ
か
ら
、
諭
吉
は
お
寺
の
小
僧
に
し

て
や
ろ
う
」
と
父
親
が
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
母
の
お

順
か
ら
何
度
も
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
そ
う
で
す
。
「
門
閥
制

度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
い
う
表
現
は
い
か
に
も
迫
力
の

あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

ふ
ん
ま
ん

旧
社
会
へ
の
憤
惑
を
押
さ
え
き
れ
ず
、
親
の
仇
を
討
っ
た

め
に
西
洋
の
学
問
の
修
練
に
努
め
る
ほ
か
な
し
と
長
崎
に

行
っ
て
蘭
学
の
修
得
に
努
め
、

さ
ら
に
大
阪
に
行
っ
て
適
塾

に
入
り
緒
方
洪
庵
に
才
能
を
見
出
さ
れ
、
東
京
に
出
て
き
て

英
学
に
転
じ
知
識
人
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

『学
問
の
す
〉
め
』
や

『福
翁
自
伝
』
か
ら
伝
わ
っ
て
く

る
イ
メ
ー
ジ
が
、
福
揮
の
真
実
を
ど
れ
ぐ
ら
い
伝
え
て
い
る

の
か
。
実
は
、

こ
の
世
に
一
般
的
な
福
津
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦

後
の
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
「
造
作
」
し
た
福
津
像
だ
と
思

い
ま
す
。
リ
ベ
ラ
ル
系
知
識
人
が
好
ん
で
福
揮
を
取
り
上
げ

る
の
で
す
が
、
自
分
の
思
想
の
淵
源
が
福
揮
に
あ
る
の
だ
と

い
う
権
威
づ
け
の
た
め
に
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、

そ
う
い
う
福
揮
像
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、

中
学
や
高
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
一
般
的
な
福
津
の
イ

こ
の
よ
う
な
福
樺
イ
メ
ー
ジ
の
対
極
に
な
っ
て
い
る
論
文

が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
明
治
二
十
四
年
に
脱
稿
さ
れ

た
け
あ
き

た
「
部
我
慢
之
説
」
で
す
。
こ
れ
は
、
榎
本
武
按
と
勝
海
舟

の
出
処
進
退
の
あ
り
方
を
徹
底
的
に
難
じ
た
文
章
で
す
。
こ

の
内
容
を
読
む
と
、
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
よ
う
な
福
、
揮
の
イ

メ
ー
ジ
が
ず
い
ぶ
ん
と
怪
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
福
津
が
「
癖

我
慢
之
説
」
と
い
う
論
説
を
書
く
に
い
た
っ
た
理
由
に
は
、

次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
維
新
に
よ
っ
て
徳
川
藩
は
駿
府
城
に
移
さ
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
福
津
は
そ
の
後
こ
の
藩
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た

の
か
が
気
に
な
り
、
明
治
二
十
四
年
秋
に
東
海
道
を
南
へ
下

り
ま
す
。
そ
し
て
、
清
水
港
の
近
く
の
興
津
に
あ
る
清
見
寺

に
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
「
戚
臨
丸
受
難
諸
氏
記

念
碑
」
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
す
。

日
米
修
好
条
約
の
た
め
に
使
節
官
が
軍
艦
に
乗
っ
て
ア
メ

リ
カ
に
渡
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
護
衛
し
た
小
さ
な
船
が
「
成

臨
丸
」
で
す
。
福
津
は
そ
の
船
に
乗
せ
て
も
ら
い
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
行
き
ま
し
た
。
戊
辰
戦
争
の
頃
、
威
臨
丸

は
清
水
港
で
幕
府
の
運
搬
船
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
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す
。
こ
の
戚
臨
丸
が
官
軍
の
砲
撃
に
遭
い
、
乗
船
員
七
名
全

員
が
死
亡
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
倒
幕
軍
の
目
を
恐
れ
て
、

死
亡
し
た
七
名
を
弔
う
者
は
誰
も
い
な
い
。
そ
こ
で
、
侠
客
・

清
水
の
次
郎
長
の
山
本
長
五
郎
が
子
分
を
使
っ
て
死
体
を
引

き
上
げ
て
清
見
寺
に
埋
葬
し
、
の
ち
に
殉
難
碑
を
建
て
ま
し

た
。福

揮
は
そ
の
碑
に
線
香
を
立
て
て
鎮
魂
の
祈
り
を
捧
げ
ま

す
。
そ
し
て
碑
の
後
ろ
に
ま
わ
る
と
、
な
ん
と
榎
本
武
揚
の

名
前
で
「
食
人
之
食
者
死
人
之
事

（人
の
刊食
乞
釦
む
者
は
人
の

こ
と
に
死
す
こ

と
書
い
て
あ
る
の
に
気
づ
い
て
驚
博
し
た
の

で
す
。
徳
川
家
の
禄
を
食
ん
だ
者
は
徳
川
家
の
た
め
に
死
す

べ
き
だ
と
書
い
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
見
た
福
揮
は
、

腸
が
煮
え
く
り
か
え
り
、
腫
を
返
し
て
東
京
に
戻
り
、
一
挙

し
た
た

に
認
め
た
論
説
が
「
癖
我
慢
之
説
」
で
す
。

榎
本
武
揚
は
、
江
戸
城
開
城
後
に
軍
艦
八
隻
を
引
き
連
れ

品
川
を
脱
出
し
て
函
館
に
入
り
ま
し
た
。
そ
し
て
五
稜
郭
に

立
て
龍
も

っ
て
蝦
夷
地
政
府
を
樹
立
す
る
に
い
た
り
ま
す

が
、
官
軍
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
ほ
ほ
全
滅
。
榎
本
は
官
軍
に

捕
獲
さ
れ
て
東
京
に
護
送
さ
れ
、
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し

望
の

一
点
に
し
て
、
独
り
氏
の
一
身
の
為
め
の
み
に
あ

ら
ず
、
国
家
百
年
の
謀
に
於
て
士
風
消
長
の
為
め
に

軽
々
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
所
の
も
の
な
り
。

榎
本
に
従
っ
た
部
下
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
官
軍
へ
の
投

降
を
拒
吾
し
て
無
惨
な
死
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
部
下
を

そ
の
ま
ま
に
し
て
、
明
治
政
府
で
位
を
極
め
、
か
つ
戚
臨
丸

の
碑
に
「
人
の
食
を
食
む
者
は
人
の
こ
と
に
死
す
」
と
刻
み

込
む
と
は
何
と
い
う
こ
と
か
。
怒
気
を
含
ん
で
福
津
は
こ
の

文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。

勝
海
舟
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
評
価
を
下
し
て
い

ま
す
。
一

般
的
に
、
勝
と
い
う
人
物
の
官
僚
や
政
治
家
と
し

て
の
能
力
に
は
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
勝
海
舟
が

好
き
な
人
は
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
福
津
は

勝
の
出
処
進
退
の
あ
り
よ
う
に
侮
蔑
に
近
い
感
情
を
露
わ
に

し
て
お
り
ま
す
。

養
わ後
ん 世
との
す国

るを
bこ Jム

I~ i 
購支
和 L
"'"'-'- iE::七

事教
の・4

枇重
亘ん
をじ
排て
し 士
て気
主を

た
。
し
か
し
、
ほ
ど
な
く
し
て
赦
免
を
受
け
、
そ
の
後
は
新

政
府
で
文
部
大
臣
、
枢
密
院
顧
問
、
外
務
大
臣
、
農
相
大
臣

と
、
ト
ン
ト
ン
拍
子
で
位
を
極
め
て
い
く
の
で
す
。

福
揮
は
、
碑
の
前
で
あ
の
榎
本
が
そ
ん
な
こ
と
を
、
後
世

に
残
る
石
碑
に
刻
み
込
ん
で
い
い
の
か
と
い
う
憤
怒
を
抱
い

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
自
宅
に
帰
っ
て
一
気
に
「
癖

我
慢
之
説
」
を
書
き
ま
す
。

維
新
の
際
、
脱
走
の
一

挙
に
失
敗
し
た
る
は
、
氏
が

政
治
上
の
死
に
し
て
、
仮
令
い
そ
の
肉
体
の
身
は
死

せ
ざ
る
も
最
早
政
治
上
に
再
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の

と
観
念
し
て
唯
一
身
を
慎
み
、
一
は
以
て
同
行
戦
死
者

の
霊
を
弔
し
て
又
そ
の
遺
族
の
人
々
の
不
幸
不
平
を

慰
め
、
又

一
に
は
凡
そ
何
事
に
限
ら
ず
大
挙
し
て
そ
の

首
領
の
地
位
に
在
る
者
は
、
成
敗
共
に
責
に
任
じ
て

の
が

決
し
て
之
を
遁
る
べ
か
ら
ず
、
成
れ
ば
そ
の
栄
誉
れ
取

あ
き
ら
か

ら
に
し
敗
す
れ
ば
そ
の
苦
難
に
当
る
と
の
主
義
を
明

に
す
る
は
、
士
流
社
会
の
風
教
上
に
大
切
な
る
こ
と
な

る
べ
し
。
即
ち
是
れ
吾
輩
が
榎
本
氏
の
出
処
に
就
き
所

戦
論
者
の
椿
我
慢
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず

（中
略
）
然

る
に
愛
に
遺
憾
な
る
は
、
我
日
本
国
に
於
て
今
を
去
る

こ
と
廿
余
年
、
王
政
維
新
の
事
起
り
て
、
そ
の
際
不
幸

に
も
こ
の
大
切
な
る
癖
我
慢
の
一
大
義
を
害
し
た
る

こ
と
あ
り
。
即
ち
徳
川
家
の
末
路
に
、
家
臣
の
一
部
分

が
早
く
大
事
の
去
る
を
悟
り
、
敵
に
向
て
曾
て
抵
抗

ひ
た
す
ら

を
試
み
ず
、
只
管
和
を
講
じ
て
白
か
ら
家
を
解
き
た
る

は
、
日
本
の
経
済
に
於
て
一
時
の
利
益
を
即
し
た
り
と

雄
も
、
数
百
千
年
養
い
得
た
る
我
日
本
武
士
の
気
風
を

そ
こ
な

傷
う
た
る
の
不
利
は
決
し
て
少
々
な
ら
ず
。

西
郷
を
評
価
す
る
「
丁
丑
公
論
」

榎
本
武
揚
と
勝
海
舟
と
い
う
こ
人
の
人
物
の
出
処
進
退
の

あ
り
方
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
一
方
、
西
郷
隆
盛
に
つ
い
て

は
、
深
い
敬
愛
の
念
を
持
っ
て
い
ま
す
。
西
郷
こ
そ
士
風
、

士
魂
の
人
物
で
あ
る
と
し
、
そ
の
西
郷
を
こ
れ
ほ
ど
簡
単
に

逆
賊
の
汚
名
を
そ
そ
い
で
い
い
の
か
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

と
き
の
政
府
、
と
き
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
西
郷
を
、
今
で
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は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
卑
劣
な
口
調
で
批
判
し
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
逆
風
の
な
か
で
、
福
津
の
み
は
西
郷
を
懸

命
に
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

私
が
持
っ
て
い
る
西
郷
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
代
化
を
誰
よ

り
も
強
く
望
む

一
方
、
そ
の
近
代
化
を
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー

の
資
質
は
、
旧
士
族
社
会
の
道
徳
、
つ
ま
り
は
士
風
、
士
魂

の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
導
者
が
士
風
、
士
魂

を
な
く
し
た
な
ら
ば
、
西
洋
列
強
の
勢
力
か
ら
日
本
を
守
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
我
々
は
西
郷
の
持
っ
て
い
た
士
風
、
士

魂
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
福
恥
は
論
じ
た
の
で

す
。
そ
の
論
説
が
「
丁
丑
公
論
」
で
す
。

か
ん

な

ん

な

西
郷
は
少
年
の
時
よ
り
幾
多
の
娘
難
を
嘗
め
た
る

者
な
り
。
学
識
に
乏
し
と
難
ど
も
粗
野
な
ら
ず
、
平
生

の
言
行
温
和
な
る
の
み
な
ら
ず
、
如
何
な
芯
大
事
変
に

し
ぞ
く
し
ゃ
く
ぜ
ん

際
す
る
も
そ
の
挙
動
縛
々
然
と
し
て
余
裕
あ
る
は
、

あ
ま
ね

人
の
普
く
知
る
所
な
ら
ず
や
。
（
中
略
）
薩
の
土
人
は

古
来
質
朴
率
直
を
旨
と
し
、
徳
川
の
太
平
二
百
五
十
余

年
の
久
し
き
も
遂
に
天
下
一
般
の
弊
風
に
流
れ
ず
、
そ

の
精
神
に
一
種
貴
重
の
元
素
を
有
す
る
者
と
云
う
べ

し
。（
中
略
）
薩
に
居
る
者
は
依
然
た
る
薩
人
に
し
て
、

西
郷
、
桐
野
の
地
位
に
在
る
も
の
に
で
も
衣
食
住
居
の

素
朴
な
る
こ
と
豪
も
旧
時
に
異
な
ら
ず
。

「
門
閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
言
っ
た
福
揮
の
主

張
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
主
張
が
「
丁
丑
公
論
」
や
「
癖
我

慢
之
説
」
で
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

福
津
諭
吉
と
い
う
人
物
の
真
実
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

我
々
は
左
翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
充
満
す
る
風
潮
の
な
か
に

あ
っ
て
、
彼
ら
が
つ
く
っ
た
福
揮
諭
吉
像
を
正
し
い
も
の
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
い
い
は
ず
は
な
い
。

幕
末
の
三
十
三
年
と
維
新
後
の
三
十
三
年
を
生
き
、

六
十
六
歳
で
残
じ
た
福
揮
が
、
最
後
に
ど
の
よ
う
な
思
想
に

た
ど
り
着
い
た
の
か
を
押
さ
え
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
な
こ

と
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
。
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