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武蔵野にまつわる歴史を楽しみながら学ぶ

ア
ジ
ア
と
と
も
に
繁
栄
す
る
た
め
に

自
立
し
た
人
間
を
育
て
る
大
学
を
設
立

　

亜
細
亜
大
学
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
「
青せ
い
せ
い
り
ょ
う

々
寮
」

の
誕
生
は
、昭
和
14（
１
９
３
９
）年
に
さ
か
の

ぼ
り
ま
す
。現
在
の
世
田
谷
区
豪
徳
寺
に
設

立
さ
れ
た
こ
の
私
塾
で
、学
生
た
ち
は
寝
食

を
と
も
に
し
な
が
ら
学
ん
で
い
ま
し
た
。設
立

に
携
わ
っ
た
藤ふ
じ
わ
ら
し
げ
る

原
繁
（
後
の
亜
細
亜
大
学
学

監
）は
、そ
の
教
育
の
理
念
に
つい
て
「
ア
ジ
ア

の
人
々
と
と
も
に
働
き
、ア
ジ
ア
の
興
隆
に
寄

与
す
る
人
材
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。時
代
は
、昭
和

９（
１
９
３
４
）
年
に
満
州
国
が
成
立
し
、12

（
１
９
３
７
）
年
に
は
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、

国
際
的
な
緊
張
感
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で

し
た
。

　

昭
和
16
（
１
９
４
１
）
年
、現
在
の
亜
細
亜

大
学
の
あ
る
土
地
（
境
５
丁
目
）
に
「
興
亜

専
門
学
校
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。本
科
と

専
修
科
か
ら
成
り
、本
科
に
は
「
満
蒙
支
科
」

「
南
洋
科
」「
内
地
科
」
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。同
年
12
月
８
日
、太
平
洋
戦
争
が
開
戦
。

ア
ジ
ア
を
専
門
に
学
ぶ
同
校
の
学
生
た
ち
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ボ
ル
ネ
オ
島
や
蒙
古（
モ
ン
ゴ

ル
）
な
ど
へ
派
遣
学
生
と
し
て
送
ら
れ
ま
す
。

学
徒
動
員
も
始
ま
り
、終
戦
ま
で
に
97
名
の

同
窓
生
が
戦
死
す
る
な
ど
、つ
ら
い
時
代
も
く

ぐ
って
き
ま
し
た
。

　

戦
後
、興
亜
専
門
学
校
は
、「
日
本
経
済

専
門
学
校
」
を
経
て
、昭
和
25
（
１
９
５
０
）

年
に
「
日
本
経
済
短
期
大
学
」
と
な
り
ま

し
た
。こ
の
短
期
大
学
が
ア
ジ
ア
と
の
架
け

橋
と
な
る
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、昭
和
28

（
１
９
５
３
）
年
の
こ
と
で
し
た
。当
時
、日
本

に
留
学
す
る
予
定
だ
っ
た
香
港
華か
き
ょ
う僑

の
若
者
、

96
名
が
受
け
入
れ
先
を
失
い
、国
際
問
題
に

な
り
か
け
て
い
た
の
で
す
。日
本
経
済
短
期
大

学
は
建
学
の
理
念
に
立
ち
返
り
、留
学
生
た

ち
の
受
け
入
れ
を
決
定
。同
年
12
月
に
は
中

国
留
学
生
部
が
開
設
さ
れ
、翌
年
（
１
９
５
４

年
）１
月
に
香
港
の
学
生
た
ち
を
無
事
、受
け

武蔵野市の大学の歴史を訪ねて「亜細亜大学」編

亜
細
亜
大
学
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
ア
ジ
ア
地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
通
じ

て
と
も
に
繁
栄
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
現
在
、
中
国
や

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
は
世
界
経
済
に
お
い
て
も
重
要
な
存
在
と
な
り
ま
し
た

が
、
同
大
学
が
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
た
の
は
戦
前
の
こ
と
で
し
た
。
武
蔵
野
市
に
世

界
か
ら
若
者
た
ち
を
迎
え
て
い
る
亜
細
亜
大
学
の
歩
み
を
辿
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

グローバル社会に先駆けてアジアに注目し、
世界で共働できる若者たちを育ててきた70年
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入
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
年
、日
本
経
済
短
期
大
学
を
経
営
す

る
学
校
法
人
は
、名
称
を
「
亜
細
亜
学
園
」

に
改
称
す
る
と
と
も
に
、翌
年
に
「
亜
細
亜

大
学
」
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
め
ま
す
。新

理
事
長
に
は
太お
お
た田

耕こ
う
ぞ
う造

が
就
任
。太
田
は
終

戦
時
の
鈴
木
貫
太
郎
内
閣
で
文
部
大
臣
を
務

め
た
人
物
で
す
。昭
和
30
（
１
９
５
５
）
年
に

開
学
し
た
亜
細
亜
大
学
の
初
代
学
長
に
就
任

し
た
太
田
は
建
学
の
精
神
と
し
て
「
自
助
協

力
」
を
掲
げ
ま
し
た
。こ
の
言
葉
に
は
「
自
分

を
助
け
る
の
は
自
分
し
か
い
な
い
。自
立
し
た

人
間
こ
そ
本
当
の
協
力
関
係
が
築
け
る
」
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

太
田
に
は
力
強
い
協
力
者
も
現
れ
ま
し

た
。
東
急
電
鉄
社
長
の
五ご
と
う島
慶け
い
た太
で
す
。五

島
は
、「
教
育
は
太
田
先
生
に
お
任
せ
し
た
。

経
営
は
私
が
引
き
受
け
た
」
と
言
って
、建
設

亜細亜大学では、前身の興亜専門学
校時代からアジア地域をはじめとする
諸外国との交流を行ってきました。校舎
のある武蔵野市にも数多くの若者たち
が訪れ、生活してきました。

が
頓
挫
し
て
い
た
本
館
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
、

学
校
の
経
営
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。昭
和
34

（
１
９
５
９
）
年
の
五
島
慶
太
の
死
後
も
息
子

で
あ
る
五
島
昇の
ぼ
る

が
理
事
長
を
受
け
継
ぎ
ま
し

た
。斬

新
な
制
度
を
創
設
し
な
が
ら

世
界
で
共
働
で
き
る
人
材
を
育
成

　

昭
和
51（
１
９
７
６
）年
に
経
済
学
部
に
国

際
関
係
学
科
を
開
設
し
、諸
外
国
と
の
交
流

で
活
躍
す
る
人
材
育
成
に
務
め
て
き
た
亜
細

亜
大
学
で
す
が
、衞え
と
う
し
ん
き
ち

藤
瀋
吉
が
学
長
に
就
任

し
て
か
ら
改
革
に
拍
車
が
か
か
り
ま
す
。平

成
元
（
１
９
８
９
）
年
、国
際
関
係
学
科
で
約

半
年
間
の
留
学
制
度
が
始
ま
り
、他
学
部
の

学
生
も
加
わ
り
、初
年
度
だ
け
で
も
米
国
の

州
立
西
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
を
中
心
に
４
大
学

で
５
５
９
人
が
学
び
ま
し
た
。

　

同
年
に
は
「
フ
レ
ッ
シ
ュマ
ン
・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
」
を
開
始
。
英
語
を
母
国
語
と
す
る
23

名
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
を
採
用
し
、週
に
５
回

の
会
話
を
中
心
と
し
た
授
業
を
始
め
ま
し

た
。そ
の
後
も
、特
技
を
自
己
Ｐ
Ｒ
す
る
「
一

芸一能
推
薦
入
試
」
や
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試

験
を
利
用
し
た
入
試
制
度
を
導
入
す
る
な

ど
、斬
新
な
制
度
を
創
設
し
て
き
ま
し
た
。

　

亜
細
亜
大
学
は
興
亜
専
門
学
校
時
代
か

ら
、現
在
と
変
わ
ら
ぬ
場
所
で
教
育
を
続
け
、

地
域
に
開
か
れ
た
大
学
を
目
指
し
て
き
ま
し

た
。平
成
元
年
か
ら
市
民
の
聴
講
生
の
受
け

入
れ
、武
蔵
野
地
域
学
長
懇
談
会
へ
も
参
加

し
て
い
ま
す
。現
在
で
は
、学
内
に
地
域
交
流

課
が
設
け
ら
れ
、地
域
で
ま
ち
づ
く
り
を
行

う
市
民
が
授
業
を
行
っ
た
り
、学
生
た
ち
が

市
内
の
小
・
中
学
校
で
ス
ポ
ー
ツ
や
教
育
の
支

援
す
る
な
ど
、地
域
と
の
幅
広
い
交
流
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
に
は
新
し
い
学
科

と
し
て
、多
文
化
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
学
科
も

誕
生
し
ま
し
た
。こ
の
学
科
の
目
的
は
、世
界

の
人
々
と
共
働
で
き
、か
つ
、国
境
を
越
え
て

コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
で
き
る
力
を
学
生
た
ち
に

身
に
付
け
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
第
二
次
世

界
大
戦
の
直
前
に
掲
げ
た
「
ア
ジ
ア
の
人
々
と

と
も
に
働
き
、ア
ジ
ア
の
興
隆
に
寄
与
す
る
人

材
を
養
成
す
る
」
と
い
う
理
念
は
、今
も
亜

細
亜
大
学
の
教
育
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

現在、亜細亜大学では、中国をはじめ世界各
国から500名以上の留学生が学んでいます。学
内では留学生会が組織されるとともに、さま
ざまな国際交流の催しが行われています。

今

昭和29年に香港から留学生を受け入れた
ときに武蔵境駅北口に設置された歓迎のタ
ワー。留学生たちは横浜港に到着し、初めて
見る雪のなか、武蔵野市に到着しました。 昭和32年に完成した本館

（元4号館）

昔

むさしの今昔物語
〜亜細亜大学の巻〜

留学生歓迎用タワー

留学生会


