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1   

本
館
時
計
の
経
緯

立
教
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言
え

る
本
館
（
１
号
館
／
モ
リ
ス
館
）
の

中
央
上
部
に
鎮
座
す
る
時
計
は
、
実

は
い
つ
設
置
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。

１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
完
成
当
時

の
写
真
に
は
そ
の
姿
は
な
く
、
そ
の

数
年
後
、
１
９
２
３
（
大
正
１２
）
年

関
東
大
震
災
被
災
後
の
写
真
に
は
そ

の
姿
が
見
ら
れ
る
た
め
、
建
物
完
成

後
に
外
壁
当
該
部
に
穴
を
あ
け
時
計

が
設
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
館

は
関
東
大
震
災
被
災
後
の
１
９
２
５

（
大
正
１４
）
年
に
中
央
部
を
３
階
建

て
か
ら
２
階
建
て
へ
の
減
築
と
い
う
、

そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
る
改
修
が
な

さ
れ
た
。
こ
の
改
修
に
合
わ
せ
、
時

計
は
１
度
取
り
外
さ
れ
、
改
め
て
設

置
さ
れ
現
在
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。

2   

本
館
時
計
の
仕
組
み

本
館
中
央
南
北
面
に
見
え
て
い
る
文
字
盤
は
時
計
本
体
で
は
な

く
、
文
字
盤
裏
側
の
屋
根
裏（
２
階
上
部
）北
西
に
位
置
す
る
１
台

の
時
計
本
体
が
文
字
盤
の
指
針
を
動
か
し
て
い
る
。
時
計
本
体
裏

側
か
ら
東
に
向
か
っ
て
１
本
の
軸
が
伸
び
、
中
央
北
側
に
設
置
さ

れ
た
分
配
器
に
よ
り
南
北
方
向
へ
２
本
の
軸
に
分
岐
さ
れ
、
文
字

盤
の
裏
側
か
ら
表
の
指
針
に
直
接
、
接

続
さ
れ
動
く
仕
組
み
で
あ
る
。
時
計
本

体
は
イ
ギ
リ
ス
、
Ｅ
・
デ
ン
ト
社
製
の

機
械
式
時
計
で
あ
り
、
動
力
に
は
分
銅

（
重
り
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分

銅
は
本
館
に
４
本
あ
る
塔
の
う
ち
北
西

の
塔
内
に
、
屋
根
裏
北
西
に
位
置
す
る
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時
計
本
体
か
ら
２
階
床
ま
で
の
間
に
架
か
っ
て
お
り
、
３
～
４
日

の
間
隔
で
手
動
で
巻
き
上
げ
て
い
る
。
先
の
と
お
り
、
こ
の
時
計

は
３
階
上
部
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
後
の
修
復
に

よ
り
設
置
場
所
が
低
く
な
り
、
合
わ
せ
て
こ
の
塔
内
の
高
さ
（
長

さ
）
も
お
よ
そ
半
分
に
な
り
、
一
週
間
巻
き
だ
っ
た
も
の
が
現
在

の
間
隔
と
な
っ
た
。

南
側
文
字
盤
へ
の
軸
の
長
さ
は
約
１０
ｍ
と
長
く
、
そ
の
た
め
、
指

針
が
６
時
か
ら
１２
時
へ
動
く
方
向
（
上
り
方
向
と
呼
ぶ
）
で
は
軸

先
端
に
設
置
さ
れ
た
指
針
（
分
針
は
長
さ
４
５
５
㎜
、
太
さ
２8
㎜
、

時
針
は
長
さ
２
８
０
㎜
、
太
さ
35
㎜
）
の
重
さ
か
ら
ス
ム
ー
ズ
な

回
転
が
出
来
ず
軸
に
ね
じ
れ
が
生
じ
、
北
側
文
字
盤
の
指
針
と
比

べ
遅
れ
が
ち
で
あ
る
。
時
折
、
南
北
の
指
針
が
ず
れ
る
＝
同
じ
時

を
刻
ま
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
は
振
り
子
を
止
め
一
時
的
に

時
計
を
止
め
、
南
北
指
針
及
び
現
時
刻
と
の
調
整
後
、
改
め
て
時

計
の
振
り
子
を
動
か
す
、
と
い
う
何
と
も
レ
ト
ロ
な
方
法
で
修
正

す
る
。
な
お
１２
時
か
ら
６
時
へ
動
く
方
向
（
同
様
に
下
り
方
向
と

呼
ぶ
）
で
は
遅
れ
は
な
い
。

分
銅
は
３
～
４
日
の
間
隔
を
主
に
月
曜
日
と
金
曜
日
に
固
定
し

て
巻
き
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
年
末
年
始
な
ど
の
長
期
休
業
期
間

も
同
様
で
あ
る
。
も
の
の
数
分
で
終
わ
る
作
業
だ
が
、
時
計
の
動

き
を
維
持
す
る
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。

時
計
本
体
に
は
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
の
時
計
も
併
設
さ
れ
て
い
る
。

鐘
は
分
銅
が
か
か
っ
て
い
る
塔
の
屋
上
、
時
計
本
体
の
直
上
に
設

置
さ
れ
、
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
の
時
計
と
鐘
を
叩
く
ハ
ン
マ
ー
と
が

ワ
イ
ヤ
ー
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
時
計
の
動
き
に
連
動

し
て
ハ
ン
マ
ー
が
鐘
を
叩
き
鳴
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お

現
在
、
ワ
イ
ヤ
ー
は
撤
去
さ
れ
、
こ
の
鐘
は
鳴
ら
し
て
い
な
い
。

3   

史
料
価
値
の
高
い
貴
重
な
時
計

時
計
本
体
の
内
部
機
構
が
記
さ
れ
た
図
面
の
よ
う
な
物
が
な
い

た
め
、
過
去
に
時
計
本
体
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
と
図
面
化
の
相
談

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
約
１
年
以
上
か
か
る
と
提
示
さ
れ
断

念
し
た
こ
と
が
あ
る
。
最
近
、
時
計
本
体
な
ど
に
つ
い
て
改
め
て

時
計
の
専
門
家
に
ご
確
認
い
た
だ
い
た
が
、
劣
化
な
ど
は
見
ら
れ

ず
比
較
的
問
題
な
く
動
い
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た
。

こ
の
型
式
と
同
じ
時
計
は
東
京
で
は
本
学
に
残
る
の
み
で
大
変

貴
重
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
本
学
に
関
係
す
る
全
員
の

方
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
時
計
で
も
あ
り
、
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
今
後
も
長
き
に
わ
た
り
使
い
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
大
切
に
維
持
し
て
い
き
た
い
。

123



時
計
本
体
か
ら
２
階
床
ま
で
の
間
に
架
か
っ
て
お
り
、
３
～
４
日

の
間
隔
で
手
動
で
巻
き
上
げ
て
い
る
。
先
の
と
お
り
、
こ
の
時
計

は
３
階
上
部
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
後
の
修
復
に

よ
り
設
置
場
所
が
低
く
な
り
、
合
わ
せ
て
こ
の
塔
内
の
高
さ
（
長

さ
）
も
お
よ
そ
半
分
に
な
り
、
一
週
間
巻
き
だ
っ
た
も
の
が
現
在

の
間
隔
と
な
っ
た
。

南
側
文
字
盤
へ
の
軸
の
長
さ
は
約
１０
ｍ
と
長
く
、
そ
の
た
め
、
指

針
が
６
時
か
ら
１２
時
へ
動
く
方
向
（
上
り
方
向
と
呼
ぶ
）
で
は
軸

先
端
に
設
置
さ
れ
た
指
針
（
分
針
は
長
さ
４
５
５
㎜
、
太
さ
２8
㎜
、

時
針
は
長
さ
２
８
０
㎜
、
太
さ
35
㎜
）
の
重
さ
か
ら
ス
ム
ー
ズ
な

回
転
が
出
来
ず
軸
に
ね
じ
れ
が
生
じ
、
北
側
文
字
盤
の
指
針
と
比

べ
遅
れ
が
ち
で
あ
る
。
時
折
、
南
北
の
指
針
が
ず
れ
る
＝
同
じ
時

を
刻
ま
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
は
振
り
子
を
止
め
一
時
的
に

時
計
を
止
め
、
南
北
指
針
及
び
現
時
刻
と
の
調
整
後
、
改
め
て
時

計
の
振
り
子
を
動
か
す
、
と
い
う
何
と
も
レ
ト
ロ
な
方
法
で
修
正

す
る
。
な
お
１２
時
か
ら
６
時
へ
動
く
方
向
（
同
様
に
下
り
方
向
と

呼
ぶ
）
で
は
遅
れ
は
な
い
。

分
銅
は
３
～
４
日
の
間
隔
を
主
に
月
曜
日
と
金
曜
日
に
固
定
し

て
巻
き
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
年
末
年
始
な
ど
の
長
期
休
業
期
間

も
同
様
で
あ
る
。
も
の
の
数
分
で
終
わ
る
作
業
だ
が
、
時
計
の
動

き
を
維
持
す
る
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。

時
計
本
体
に
は
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
の
時
計
も
併
設
さ
れ
て
い
る
。

鐘
は
分
銅
が
か
か
っ
て
い
る
塔
の
屋
上
、
時
計
本
体
の
直
上
に
設

置
さ
れ
、
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
の
時
計
と
鐘
を
叩
く
ハ
ン
マ
ー
と
が

ワ
イ
ヤ
ー
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
時
計
の
動
き
に
連
動

し
て
ハ
ン
マ
ー
が
鐘
を
叩
き
鳴
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お

現
在
、
ワ
イ
ヤ
ー
は
撤
去
さ
れ
、
こ
の
鐘
は
鳴
ら
し
て
い
な
い
。

3   

史
料
価
値
の
高
い
貴
重
な
時
計

時
計
本
体
の
内
部
機
構
が
記
さ
れ
た
図
面
の
よ
う
な
物
が
な
い

た
め
、
過
去
に
時
計
本
体
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
と
図
面
化
の
相
談

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
約
１
年
以
上
か
か
る
と
提
示
さ
れ
断

念
し
た
こ
と
が
あ
る
。
最
近
、
時
計
本
体
な
ど
に
つ
い
て
改
め
て

時
計
の
専
門
家
に
ご
確
認
い
た
だ
い
た
が
、
劣
化
な
ど
は
見
ら
れ

ず
比
較
的
問
題
な
く
動
い
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た
。

こ
の
型
式
と
同
じ
時
計
は
東
京
で
は
本
学
に
残
る
の
み
で
大
変

貴
重
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
本
学
に
関
係
す
る
全
員
の

方
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
時
計
で
も
あ
り
、
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
今
後
も
長
き
に
わ
た
り
使
い
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
大
切
に
維
持
し
て
い
き
た
い
。

123



加盟校の幸福度ランキングアップ 《時計台・時計塔編》

大
阪
学
院
大
学
の
歴
史
は
、
１
９

４
０
年
に
初
代
総
長
・
白
井
種
雄
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
関
西
簿
記
研

究
所
」
に
端
を
発
す
る
。
戦
時
下
で

も
、
実
践
的
な
学
び
を
求
め
て
研
鑽

を
続
け
た
こ
の
研
究
所
は
、
や
が

て
「
関
西
経
理
専
門
学
校
」
へ
と
歩

み
を
進
め
、
１
９
５
９
年
に
は
高
等

学
校
を
開
校
し
た
。
１
９
６
２
年
に

は
、
短
期
大
学
（
現
在
の
大
阪
学
院

大
学
短
期
大
学
部
の
前
身
）
を
開
学

し
、
１
９
６
３
年
に
は
「
大
阪
学
院

大
学
」
を
創
立
す
る
に
至
る
。
こ
う

し
て
、
多
様
な
学
部
・
学
科
お
よ
び

大
学
院
を
擁
す
る
総
合
大
学
へ
と
発

展
し
て
き
た
背
景
に
は
、「
教
育
と
学

術
の
研
究
を
通
じ
、
広
く
一
般
社
会

に
貢
献
し
、
且
つ
人
類
の
福
祉
と
平

和
に
寄
与
す
る
視
野
の
広
い
実
践
的

な
人
材
の
育
成
を
目
的
と
す
る
」
と

い
う
建
学
の
精
神
が
、
開
学
以
来
一
貫
し
て
揺
る
ぎ
な
く
貫
か
れ

て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

本
学
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
実
学
教
育
を
基
盤
と
し
な

が
ら
も
、
国
際
社
会
や
高
度
情
報
化
が
急
速
に
進
む
時
代
の
要

請
に
応
え
る
た
め
の
柔
軟
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
教
育
環
境
の
整

備
で
あ
る
。
創
設
期
か
ら
、
公
認
会
計
士
や
税
理
士
な
ど
、
実

務
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
人
材
を
数
多
く
輩
出
し
て
き
た
実
績

は
、
経
営
・
法
律
・
語
学
・
情
報
と
い
っ
た
多
彩
な
分
野
の
学

び
へ
と
広
が
り
、
今
な
お
当
初
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
、
社
会

の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
総
合
的
な
教
育
体
制
を
築
き

上
げ
て
い
る
。
実
際
、
本
学
の
学
び
の
場
で
は
、
学
生
が
自
ら

の
関
心
を
深
め
な
が
ら
専
門
知
識
を
磨
き
、
社
会
と
の
つ
な
が

り
を
見
据
え
て
成
長
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
サ

ポ
ー
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
象
徴
が
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
心
に
そ
び
え
る
時
計
塔
で
あ

る
。
初
代
総
長
の
時
代
に
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
構
想
・
設
置

さ
れ
た
「
時
計
台
」
は
、
拡
充
整
備
の
中
で
再
建
さ
れ
た
現
行
の

時
計
塔
と
は
別
の
建
造
物
だ
が
、
い
ず
れ
も
学
生
や
教
職
員
が

日
々
の
時
を
確
認
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
同
時

に
、
学
び
へ
の
姿
勢
を
体
現
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
実

［大阪学院大学］

宮原 秀明　大阪学院大学事務長

時を刻む学びのシンボル
―大阪学院大学が刻む実践的な人材の育成―
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際
、
本
学
で
は
チ
ャ
イ
ム
や
壁
掛
け
時
計
が
な
い
た
め
、
学
生
た

ち
は
時
計
塔
を
見
上
げ
て
時
間
を
意
識
し
な
が
ら
、
学
業
や
研
究

に
打
ち
込
ん
で
き
た
。
ま
た
、
本
学
の
広
報
誌
は
「L’horloge

」

（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
大
時
計
」）
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時

計
塔
が
放
つ
象
徴
性
を
強
く
物
語
っ
て
い
る
。

か
つ
て
、
あ
る
教
員
が
キ
ャ
ン
パ
ス
の
門
を
く
ぐ
る
た
び
に

時
計
台
を
見
上
げ
、
自
身
の
腕
時
計
と
時
刻
を
合
わ
せ
て
い
た

姿
を
、
周
囲
の
人
々
が
「
時
計
台
に
向
か
っ
て
礼
を
し
て
い

る
」
と
受
け
取
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
実
際
は
授
業
に
遅

れ
な
い
よ
う
確
認
す
る
行
動
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
「
礼
を
尽

く
す
」
と
い
う
美
徳
の
姿
と
し
て
評
価
し
た
の
は
、
本
学
特
有

の
〝
自
主
性
を
重
ん
じ
る
気
風
”
が
根
付
い
て
い
た
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。
１
９
７
０
年
代
か
ら
80
年
代
、
国
際
化
や
情
報
化

に
対
応
す
る
た
め
、
キ
ャ
ン
パ
ス
拡
充
整
備
年
次
計
画
が
推
し

進
め
ら
れ
る
な
か
で
も
、
こ
の
時
計
塔
は
変
わ
ら
ぬ
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
と
し
て
存
在
感
を
放
ち
、
学
生
や
教
職
員
の
帰
属
意
識

を
支
え
続
け
て
き
た
。

現
在
、
本
学
は
、
商
学
部
、
経
営
学
部
（
経
営
学
科
・
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
経
営
学
科
）、
経
済
学
部
、
法
学
部
、
外
国
語
学

部
、
国
際
学
部
、
情
報
学
部
の
７
学
部
８
学
科
、
大
学
院
、
短

期
大
学
部
に
加
え
、
法
人
内
にA

ST
 C

ollege

（
関
西
経
理
専

門
学
校
、
関
西
医
科
専
門
学
校
）
お
よ
び
高
等
学
校
を
擁
す
る

一
大
総
合
学
園
と
し
て
、
更
な
る
発
展
を
続
け
て
い
る
。
豊
か

な
教
育
環
境
の
も
と
、
学
生
た
ち
は
自
ら
の
夢
を
育
み
な
が
ら
、

社
会
に
羽
ば
た
く
た
め
の
力
を
着
実
に
養
っ
て
い
る
。
そ
の
歴

史
と
理
念
を
、
物
理
的
か
つ
象
徴
的
に
示
し
て
き
た
の
が
時
計

塔
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
を
経
て
も
〝
大
学
の
時
を
刻
む
”
こ

の
姿
は
、
数
多
の
人
々
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
き
た
。
か
つ
て

大
学
生
活
を
送
っ
た
卒
業
生
が
懐
か
し
み
、
見
上
げ
た
当
時
の

記
憶
を
鮮
明
に
思
い
起
こ

す
の
は
、
そ
こ
に
築
か
れ
た

学
び
の
姿
勢
や
仲
間
と
の

絆
が
、
確
か
な
形
で
根
付
い

て
い
る
証
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
て
、
時
計
塔
と

い
う
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、
本

学
の
歩
み
と
希
望
を
映
し

出
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
今

な
お
キ
ャ
ン
パ
ス
を
見
守

り
続
け
て
い
る
の
だ
。

校舎から時計塔を望む
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際
、
本
学
で
は
チ
ャ
イ
ム
や
壁
掛
け
時
計
が
な
い
た
め
、
学
生
た

ち
は
時
計
塔
を
見
上
げ
て
時
間
を
意
識
し
な
が
ら
、
学
業
や
研
究

に
打
ち
込
ん
で
き
た
。
ま
た
、
本
学
の
広
報
誌
は
「L’horloge

」

（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
大
時
計
」）
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時

計
塔
が
放
つ
象
徴
性
を
強
く
物
語
っ
て
い
る
。

か
つ
て
、
あ
る
教
員
が
キ
ャ
ン
パ
ス
の
門
を
く
ぐ
る
た
び
に

時
計
台
を
見
上
げ
、
自
身
の
腕
時
計
と
時
刻
を
合
わ
せ
て
い
た

姿
を
、
周
囲
の
人
々
が
「
時
計
台
に
向
か
っ
て
礼
を
し
て
い

る
」
と
受
け
取
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
実
際
は
授
業
に
遅

れ
な
い
よ
う
確
認
す
る
行
動
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
「
礼
を
尽

く
す
」
と
い
う
美
徳
の
姿
と
し
て
評
価
し
た
の
は
、
本
学
特
有

の
〝
自
主
性
を
重
ん
じ
る
気
風
”
が
根
付
い
て
い
た
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。
１
９
７
０
年
代
か
ら
80
年
代
、
国
際
化
や
情
報
化

に
対
応
す
る
た
め
、
キ
ャ
ン
パ
ス
拡
充
整
備
年
次
計
画
が
推
し

進
め
ら
れ
る
な
か
で
も
、
こ
の
時
計
塔
は
変
わ
ら
ぬ
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
と
し
て
存
在
感
を
放
ち
、
学
生
や
教
職
員
の
帰
属
意
識

を
支
え
続
け
て
き
た
。

現
在
、
本
学
は
、
商
学
部
、
経
営
学
部
（
経
営
学
科
・
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
経
営
学
科
）、
経
済
学
部
、
法
学
部
、
外
国
語
学

部
、
国
際
学
部
、
情
報
学
部
の
７
学
部
８
学
科
、
大
学
院
、
短

期
大
学
部
に
加
え
、
法
人
内
にA

ST
 C

ollege

（
関
西
経
理
専

門
学
校
、
関
西
医
科
専
門
学
校
）
お
よ
び
高
等
学
校
を
擁
す
る

一
大
総
合
学
園
と
し
て
、
更
な
る
発
展
を
続
け
て
い
る
。
豊
か

な
教
育
環
境
の
も
と
、
学
生
た
ち
は
自
ら
の
夢
を
育
み
な
が
ら
、

社
会
に
羽
ば
た
く
た
め
の
力
を
着
実
に
養
っ
て
い
る
。
そ
の
歴

史
と
理
念
を
、
物
理
的
か
つ
象
徴
的
に
示
し
て
き
た
の
が
時
計

塔
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
を
経
て
も
〝
大
学
の
時
を
刻
む
”
こ

の
姿
は
、
数
多
の
人
々
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
き
た
。
か
つ
て

大
学
生
活
を
送
っ
た
卒
業
生
が
懐
か
し
み
、
見
上
げ
た
当
時
の

記
憶
を
鮮
明
に
思
い
起
こ

す
の
は
、
そ
こ
に
築
か
れ
た

学
び
の
姿
勢
や
仲
間
と
の

絆
が
、
確
か
な
形
で
根
付
い

て
い
る
証
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
て
、
時
計
塔
と

い
う
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、
本

学
の
歩
み
と
希
望
を
映
し

出
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
今

な
お
キ
ャ
ン
パ
ス
を
見
守

り
続
け
て
い
る
の
だ
。

校舎から時計塔を望む

125



加盟校の幸福度ランキングアップ 《時計台・時計塔編》

1  

愛
知
大
学
の
誕
生

愛
知
県
豊
橋
市
の
市
街
地
に
南
接

す
る
丘
の
上
に
旧
制
「
愛
知
大
学
」

が
豊
橋
予
備
士
官
学
校
の
施
設
跡
地

に
認
可
開
設
さ
れ
た
の
は
、
終
戦
直

後
の
１
９
４
６
年
１１
月
１５
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
全
く
の
新
設
で

は
な
く
、
終
戦
ま
で
大
陸
上
海
に
あ
っ

た
旧
制
「
東
亜
同
文
書
院
大
学
」
を

ル
ー
ツ
校
と
し
、
文
部
省
（
当
時
）

の
誘
導
も
あ
っ
て
、
大
陸
各
地
や
日

本
の
植
民
地
で
終
戦
に
よ
り
学
校
を

失
っ
た
旧
帝
大
や
大
学
、
高
専
校
な

ど
の
学
生
た
ち
も
受
け
入
れ
、「
愛
知

大
学
」（
以
下
、
愛
大
）
と
し
て
開
学

し
た
。
入
学
者
は
書
院
生
が
最
も
多

か
っ
た
が
、
出
身
校
は
８０
余
校
に
及
び
、

ま
さ
に
「
引
揚
げ
総
合
大
学
」、「
ア

ジ
ア
文
化
大
学
」
の
様
相
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
入
学
生
は
編
入
生

が
多
く
、
予
科
３
年
、
学
部
３
年
、
計
６
学
年
分
の
授
業
を
一
斉
に

開
講
し
た
。
さ
ら
に
空
襲
で
焼
け
野
が
原
に
な
っ
た
東
海
地
方
の
各

都
市
で
、
学
ぶ
機
会
を
失
っ
て
い
た
市
民
、
勤
労
者
の
た
め
に
全
教

員
が
各
都
市
に
出
向
き
「
土
曜
講
座
」
を
開
講
。
受
講
生
が
す
ぐ
に

１
万
人
を
超
え
、「
修
了
証
書
」
の
発
行
依
頼
が
大
学
へ
殺
到
し
た

こ
と
か
ら
、
大
学
は
正
規
の
夜
間
部
を
豊
橋
、
名
古
屋
両
キ
ャ
ン
パ

ス
に
増
設
し
た
。
こ
う
し
て
愛
知
大
学
は
、
昼
は
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の

旧
制
大
学
生
か
ら
、
夜
は
市
民
、
勤
労
学
生
ま
で
、
幅
広
く
、
多
種

多
様
な
多
く
の
学
生
を
相
手
に
授
業
を
展
開
し
た
。
そ
こ
に
愛
知
大

学
の
誕
生
の
原
点
、
そ
し
て
特
徴
が
あ
っ
た
。

2  「
自
由
・
受
難
の
鐘
」の
登
場

そ
し
て
こ
の
多
く
の
授
業
の
終
始
時
刻
を
伝
え
た
の
が
、物
資
不

足
の
折
柄
、
本
部
事
務
棟
に
隣
接
し
、
各
教
室
等
に
近
い
松
の
木

に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
鐘
で
あ
っ
た
。
用
務
員
さ
ん
が
毎
授
業

時
間
ご
と
に
そ
の
鐘
を
打
ち
鳴
ら
す
。
そ
の
音
色
は
全
学
生
、
教

職
員
の
胸
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
折
、第
４
回
卒
業
生
た
ち
が
そ
の
鐘
の
姿
に
寂
し
さ
を
覚
え
、

愛
大
の
時
計
台
に
す
べ
く
２
本
の
柱
と
屋
根
を
寄
贈
し
、
そ
の
柱
に

［愛知大学］

藤田 佳久　愛知大学名誉教授・同東亜同文書院大学記念センター元センター長

学生たちの願いが生んだ時を刻む塔
―愛知大学に響く「自由・受難の鐘」とその由来―

お
り
か
ら
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「
自
由
・
受
難
」
の
文
字
を
刻
ん
だ
。
そ
れ
は
当
時
学
監
で
あ
っ
た

小
岩
井
淨
先
生
の
「
観
取
命
運
自
在
」
の
書
か
ら
の
ヒ
ン
ト
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
は
、
こ
の
寄
贈
代
表
の
藤
田
稔
氏
に
よ
れ
ば
、「
自

由
を
求
め
れ
ば
、
苦
難
は
必
然
避
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ

と
で
、
改
め
て
「
愛
大
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
真
の
鐘
を
鳴
ら
し
て

ゆ
き
た
い
」
と
い
う
卒
業
生
た
ち
の
願
い
と
学
園
の
志
が
あ
っ
た
。

3  

愛
大
に
と
っ
て
の「
自
由
・
受
難
」史

当
時
の
愛
大
に
は
書
院
生
た
ち
の
雰
囲
気
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は

上
海
の
書
院
生
時
代
、
日
中
友
好
と
連
携
へ
の
強
い
志
を
持
っ
て

い
た
が
、
１
９
４
３
年
、
政
府
の
学
徒
出
陣
や
勤
労
に
動
員
さ
れ
、

そ
の
志
へ
の
理
不
尽
さ
を
抱
え
、
戦
場
へ
赴
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
本
間
喜
一
学
長
・
院
長
は
内
地
の
学
長
と
は
違
い
、「
生
き
て

帰
っ
て
こ
い
」
と
書
院
生
を
送
り
出
し
た
。
学
長
も
書
院
生
も
「
自

由
」
へ
の
距
離
と
自
由
の
価
値
を
嚙
み
し
め
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、戦
後
の
１
９
４
９
年
の
大
学
学
制
改
革
で
新
制
大
学
が
各
地

に
誕
生
す
る
が
、地
元
名
古
屋
大
学
は
文
科
系
学
部
新
設
に
当
た
り
、

人
材
不
足
か
ら
愛
大
の
人
材
を
求
め
、愛
大
と
の
合
併
案
を
提
案
し

て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、愛
大
で
は
教
員
と
学
生
が

数
回
に
わ
た
る
集
会
で
の
議
論
の
結
果
、そ
の
提
案
を
断
って
い
る
。そ

の
大
き
な
理
由
は
、戦
時
下
で
行
っ
た
政
府
に
よ
る
大
学
への
干
渉
への

懸
念
で
あ
り
、「
私
学
」の「
自
由
」の
価
値
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
自
由
・
受
難
の
鐘
」
の
塔
が
で
き
た
翌
１
９

５
２
年
、
深
夜
の
構
内
に
不
法
侵
入
し
て
き
た
不
審
者
２
人
組
が
い

た
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
寮
生
が
取
り
押
さ
え
た
ら
、
警
察
官
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
彼
が
、
そ
し
て
寮
生
の
一
部
ま
で
も
が
逮

捕
さ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
事
件
が
発
生
し
た
。「
愛
大
事
件
」
で

あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
折
し
も
最
高
裁
事
務
総
長
か
ら
愛
知
大
学

学
長
に
復
帰
し
た
本
間
喜
一
は
、
あ
く
ま
で
も
学
生
の
立
場
を
信
じ
、

擁
護
し
た
こ
と
で
、
学
生
た
ち
か
ら
絶
大
な
信
頼
を
得
、
そ
れ
に
よ

り
、
新
生
愛
大
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
。
ま
さ
に
「
自
由
・
受
難
」

の
精
神
は
、
全
愛
大
学
園
関
係
者
に
強
く
響
い
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

今
で
も
「
自
由
・
受
難
の
鐘
」
は
、
学
内
を
見
続
け
、
そ
の

精
神
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

手前が「愛知大学設立趣意
書（抄）碑」、奥は「亜細亜友
好記念碑」、そして中央が「自
由・受難の鐘」（豊橋校舎にて。
名古屋校舎にも建てられてい
る）
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「
自
由
・
受
難
」
の
文
字
を
刻
ん
だ
。
そ
れ
は
当
時
学
監
で
あ
っ
た

小
岩
井
淨
先
生
の
「
観
取
命
運
自
在
」
の
書
か
ら
の
ヒ
ン
ト
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
は
、
こ
の
寄
贈
代
表
の
藤
田
稔
氏
に
よ
れ
ば
、「
自

由
を
求
め
れ
ば
、
苦
難
は
必
然
避
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ

と
で
、
改
め
て
「
愛
大
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
真
の
鐘
を
鳴
ら
し
て

ゆ
き
た
い
」
と
い
う
卒
業
生
た
ち
の
願
い
と
学
園
の
志
が
あ
っ
た
。

3  

愛
大
に
と
っ
て
の「
自
由
・
受
難
」史

当
時
の
愛
大
に
は
書
院
生
た
ち
の
雰
囲
気
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は

上
海
の
書
院
生
時
代
、
日
中
友
好
と
連
携
へ
の
強
い
志
を
持
っ
て

い
た
が
、
１
９
４
３
年
、
政
府
の
学
徒
出
陣
や
勤
労
に
動
員
さ
れ
、

そ
の
志
へ
の
理
不
尽
さ
を
抱
え
、
戦
場
へ
赴
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
本
間
喜
一
学
長
・
院
長
は
内
地
の
学
長
と
は
違
い
、「
生
き
て

帰
っ
て
こ
い
」
と
書
院
生
を
送
り
出
し
た
。
学
長
も
書
院
生
も
「
自

由
」
へ
の
距
離
と
自
由
の
価
値
を
嚙
み
し
め
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、戦
後
の
１
９
４
９
年
の
大
学
学
制
改
革
で
新
制
大
学
が
各
地

に
誕
生
す
る
が
、地
元
名
古
屋
大
学
は
文
科
系
学
部
新
設
に
当
た
り
、

人
材
不
足
か
ら
愛
大
の
人
材
を
求
め
、愛
大
と
の
合
併
案
を
提
案
し

て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、愛
大
で
は
教
員
と
学
生
が

数
回
に
わ
た
る
集
会
で
の
議
論
の
結
果
、そ
の
提
案
を
断
って
い
る
。そ

の
大
き
な
理
由
は
、戦
時
下
で
行
っ
た
政
府
に
よ
る
大
学
への
干
渉
への

懸
念
で
あ
り
、「
私
学
」の「
自
由
」の
価
値
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
自
由
・
受
難
の
鐘
」
の
塔
が
で
き
た
翌
１
９

５
２
年
、
深
夜
の
構
内
に
不
法
侵
入
し
て
き
た
不
審
者
２
人
組
が
い

た
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
寮
生
が
取
り
押
さ
え
た
ら
、
警
察
官
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
彼
が
、
そ
し
て
寮
生
の
一
部
ま
で
も
が
逮

捕
さ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
事
件
が
発
生
し
た
。「
愛
大
事
件
」
で

あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
折
し
も
最
高
裁
事
務
総
長
か
ら
愛
知
大
学

学
長
に
復
帰
し
た
本
間
喜
一
は
、
あ
く
ま
で
も
学
生
の
立
場
を
信
じ
、

擁
護
し
た
こ
と
で
、
学
生
た
ち
か
ら
絶
大
な
信
頼
を
得
、
そ
れ
に
よ

り
、
新
生
愛
大
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
。
ま
さ
に
「
自
由
・
受
難
」

の
精
神
は
、
全
愛
大
学
園
関
係
者
に
強
く
響
い
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

今
で
も
「
自
由
・
受
難
の
鐘
」
は
、
学
内
を
見
続
け
、
そ
の

精
神
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

手前が「愛知大学設立趣意
書（抄）碑」、奥は「亜細亜友
好記念碑」、そして中央が「自
由・受難の鐘」（豊橋校舎にて。
名古屋校舎にも建てられてい
る）
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