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学
生
記
者
の

中
央
大
学
の
周
辺
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
史
跡
を
は
じ
め
、豊
か
な
自
然
や
お
楽
し
み
ス
ポ
ッ
ト
が
数

多
く
あ
る
。で
も
、意
外
と
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
り
、知
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
行
く
チ
ャ
ン
ス
が
な

く
て
、い
つ
も
素
通
り
と
い
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
学
生
記
者
が
お
薦
め
ス

ポ
ッ
ト
を
紹
介
す
る
。題
し
て『
学
生
記
者
の
多
摩
ぶ
ら
り
散
歩
』。は
た
し
て
、何
や
ら
新
発
見
が

あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
―
。

中
央
大
学
の
周
辺
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
史
跡
を
は
じ
め
、豊
か
な
自
然
や
お
楽
し
み
ス
ポ
ッ
ト
が
数

多
く
あ
る
。で
も
、意
外
と
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
り
、知
っ
て
い
て
も
な
か
な
か
行
く
チ
ャ
ン
ス
が
な

く
て
、い
つ
も
素
通
り
と
い
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
こ
で
学
生
記
者
が
お
薦
め
ス

ポ
ッ
ト
を
紹
介
す
る
。題
し
て『
学
生
記
者
の
多
摩
ぶ
ら
り
散
歩
』。は
た
し
て
、何
や
ら
新
発
見
が

あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
―
。

　

今
も
多
く
の
自
然
が
残
る
多
摩
丘
陵
。
そ
の
一
角
に
あ

り
、
四
季
折
々
の
美
し
い
景
観
で
訪
れ
る
人
々
の
目
を
楽

し
ま
せ
て
い
る
の
が
、
今
回
紹
介
す
る
ス
ポ
ッ
ト
、
京
王

百
草
園
だ
。

　

百
草
園
は
、
江
戸
時
代
に
、
小
田
原
城
主
大
久
保
候
の

室
、
寿
昌
院
殿
慈
岳
元
長
尼
が
再
建
し
た
松
連
寺
の
庭
園
。

現
在
は
京
王
電
鉄
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。「
百
草
」
は
、

周
辺
が
草
深
い
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
名
だ

と
い
う
。

季
節
代
表
す
る
草
花
が
樹
生

関
東
で
も
有
数
の
梅
の
名
所

　

園
内
に
は
季
節
を
代
表
す
る
草
花
が
樹
生
し
、
こ
こ
に

来
れ
ば
、
春
夏
秋
冬
、
日
本
の
四
季
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。
と
く
に
約
８
０
０
本
植
え
ら
れ
て
い
る
梅
は
見
事

で
、
一
本
の
木
に
紅
白
両
方
の
花
弁
を
つ
け
る
「
思
い
の

ま
ま
」
な
ど
の
珍
し
い
品
種
も
あ
り
、
関
東
で
も
有
数
の

梅
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
新
緑
の
季
節
を
迎
え

た
５
月
の
初
め
、
記
者
は
京
王
百
草
園
を
訪
れ
た
。

　

京
王
線
百
草
園
駅
を
下
車
し
て
、
案
内
板
に
従
い
な
が

ら
、
街
道
脇
の
細
く
急
な
坂
を
上
っ
て
行
く
こ
と
約
10
分
。

道
の
右
手
に
正
門
が
見
え
て
き
た
。
門
を
く
ぐ
る
と
石
造

り
の
階
段
が
続
き
、
左
右
に
は
訪
れ
た
人
を
迎
え
る
よ
う

に
白
い
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
新
緑
の
香
り

が
芳
し
い
。

　

受
付
で
入
園
料
３
０
０
円
を
払
っ
て
散
策
を
ス
タ
ー
ト
。

石
段
を
少
し
登
る
と
左
手
が
小
さ
な
広
場
に
な
っ
て
お
り
、

中
央
に
石
碑
が
立
っ
て
い
た
。
若
山
牧
水
の
生
誕
百
周
年

を
記
念
す
る
歌
碑
で
あ
る
。

　

百
草
園
は
江
戸
、
明
治
を
通
し
て
多
く
の
文
人
墨
客
が

板書きされた百草園の案内板

旧松連坂のかんばん。坂道がきつい。



54

訪
れ
た
場
所
で

も
あ
る
。
江
戸

時
代
に
は
大
田

南
畝
、
明
治
時

代
に
は
若
山
牧

水
、
北
村
透
谷
、

徳
富
蘆
花
、
田

山
花
袋
な
ど
が

訪
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
庭
園
の
自

然
を
愛
で
た
。

明
治
時
代
の
代
表
的
な
歌
人
で
、
早
稲
田
大
学
に
在
学
中
、

幾
度
も
こ
こ
を
訪
れ
た
若
山
牧
水
は
、
こ
の
地
で
恋
人
小

夜
子
と
過
ご
し
た
思
い
出
を
歌
に
詠
み
、
歌
集
を
編
纂
、

歌
人
と
し
て
の
名
声
を
得
た
と
い
う
。

　

「
小
鳥
よ
り
さ
ら
に
身
か
ろ
く
う
つ
く
し
く
か
な
し
く

春
の
木
の
間
ゆ
く
君
」

　

石
碑
に
刻
ま
れ
た
歌
を
読
ん
で
い
る
と
、
二
人
の
い
る

当
時
の
情
景
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
だ
。

優
雅
な
藤
棚
に
う
っ
と
り

池
の
畔
に
松
尾
芭
蕉
の
句
碑

　

歌
碑
を
過
ぎ
て
、
鬱
蒼
と
し
た
草
木
の
中
、
石
段
を
さ

ら
に
登
っ
て
い
く
と
出
店
が
並
ぶ
大
き
な
広
場
に
出
る
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
「
松
連
庵
」
だ
。
奈
良
時
代
に
栄
え
た

と
い
う
松
連
寺
の
跡
地
に
佇
む
松
連
庵
は
、
日
本
庭
園
の

風
景
に
溶
け
込
ん
だ
、
茅
葺
き
の
趣
深
い
草
庵
。
中
は
お

食
事
処
と
な
っ
て
お
り
、よ
も
ぎ
ソ
バ
や
甘
酒
、梅
シ
ャ
ー

ベ
ッ
ト
な
ど
が
売
ら
れ
て
い
る
。
記
者
は
ソ
バ
に
目
が
な

い
が
、「
今
は
散
策
の
途
中
」
と
、
ソ
バ
を
食
べ
た
い
欲

求
を
ぐ
っ
と
我
慢
。
縁
側
に
腰
を
掛
け
、
水
筒
の
お
茶
で

の
ど
の
渇
き
を
潤
し
た
。

　

縁
側
に
腰
を
掛
け
る
と
、
眼
前
に
大
き
く
枝
を
ひ
ろ
げ

た
「
寿
昌
梅
」
が
目
を
惹
く
。「
寿
昌
梅
」
は
、
寿
昌
院

殿
慈
岳
元
長
尼
が
、
松
連
庵
を
再
建
し
た
際
に
自
ら
植
樹

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
樹
齢
３
０
０
年
を
越
す
梅
の
大
木

で
あ
る
。
２
〜
３
月
の
早
春
の
時
期
に
は
、
梅
の
花
が
咲

き
誇
り
、
見
事
な
景
観
と
な
る
。

若山牧水の歌碑

歌碑

入口の階段

芭蕉天神
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松
連
庵
の
裏
手
に
は
心
字
池
が
あ
る
。
池
を
臨
ん
だ
光

景
は
ま
さ
に
日
本
庭
園
と
い
っ
た
雰
囲
気
。
池
を
横
切
る

小
道
に
は
藤
棚
が
あ
り
、
仰
向
く
と
、
ノ
ダ
ナ
ガ
フ
ジ
が

咲
い
て
い
た
。
う
す
紫
色
の
花
び
ら
を
つ
け
た
房
が
頭
上

一
面
に
長
く
垂
れ
さ
が
る
様
子
は
、
優
雅
で
幻
想
的
な
眺

め
で
あ
る
。記
者
も
思
わ
ず
足
を
止
め
、見
入
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

池
を
覗
く
と
、
水
面
一
体
に
な
に
や
ら
黒
い
物
体
が
う

ご
め
い
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
小
さ
な
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク

シ
の
大
群
で
あ
っ
た
。
静
か
で
ひ
っ
そ
り
と
し
た
池
の
周

り
を
歩
い
て
い
る
と
日
本
庭
園
の
趣
深
さ
が
い
っ
そ
う
身

に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
。
池
の
ほ
と
り
に
は
、
松
尾
芭
蕉

の
句
碑
が
２
基
立
っ
て
い
た
。
江
戸
の
俳
諧
師
で
あ
っ
た

彼
も
ま
た
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
池
の
そ
ば

に
は
、
秋
田
杉
の
無
垢
材
を
使
用
し
て
造
ら
れ
た
本
格
的

な
茶
室
、
三
檪
庵
も
あ
る
。
申
し
込
め
ば
、
茶
会
、
句
会
、

歌
会
な
ど
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

坂
多
く
、
休
み
な
が
ら
散
策

四
季
折
々
に
楽
し
め
る
景
観

　

園
は
丘
陵
地
に
造
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ど
こ
も
坂
道
ば

か
り
で
、
石
段
を
登
り
な
が
ら
の
散
策
は
な
ん
と
も
疲
れ

る
。
所
々
に
あ
る
ベ
ン
チ
や
あ
ず
ま
や
な
ど
で
休
憩
を
取

り
な
が
ら
、
頂
上
に
あ
る
見
晴
ら
し
台
ま
で
や
っ
て
来
た
。

こ
こ
か
ら
は
多
摩
の
街
並
み
が
見
渡
せ
、
天
気
が
良
け
れ

ば
、
遠
く
都
心
の
高
層
ビ
ル
群
ま
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

四
季
折
々
の
景
観
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
百
草
園
。

早
春
に
は
紅
梅
・
白
梅
、
椿
な
ど
が
咲
き
誇
り
、
春
に
な

る
と
桜
や
ツ
ツ
ジ
、
カ
タ
ク
リ
な
ど
が
顔
を
見
せ
る
。
５
、

６
月
に
は
藤
や
ア
ジ
サ
イ
、
初
夏
の
緑
が
美
し
く
、
秋
に

な
り
紅
葉
の
時
期
を
迎
え
る
と
、
紅
葉
や
銀
杏
が
咲
き
乱

れ
、
赤
や
黄
色
が
園
内
を
埋
め
尽
く
す
。
冬
に
雪
化
粧
を

し
た
園
内
に
訪
れ
る
の
も
ま
た
風
流
で
あ
る
。
ま
た
、
季

節
に
合
わ
せ
、「
梅
ま
つ
り
」、「
新
緑
祭
り
」、「
紅
葉
ま

つ
り
」
な
ど
の
催
し
も
の
も
行
わ
れ
て
い

る
。

　

季
節
に
応
じ
て
様
々
な
顔
を
見
せ
て
く

れ
る
京
王
百
草
園
。
こ
れ
か
ら
の
時
期
は

ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
や
百
日
紅
、
夏
咲
き
の

三
野
草
な
ど
が
見
ご
ろ
だ
そ
う
だ
。
ぜ
ひ

一
度
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
こ
の
景

勝
の
地
を
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。

　

京
王
百
草
園
は
、
入
園
料
大
人
３
０
０

円
、
小
人
１
０
０
円
。
開
園
時
間
は
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
。
水
曜
は
定
休
日
。

（
学
生
記
者　

廣
瀬
功
一
＝
文
学
部
３
年
）

あずまや


