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立
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平
生
釟
三
郎
の
こ
と
ば 
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昭
和
20
〉年　

実
業
家
と
し
て
東
京
海
上
保
険
を
は
じ
め
と
す
る
損
害
保
険
業
界
の
近
代
化
に
貢
献
し
、
川
崎
造
船
所
の
再
建
に

も
携
わ
る
。そ
の
傍
ら
、
政
府
の
命
を
受
け
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
経
済
使
節
団
団
長
を
務
め
両
国
の
親
善
友
好
に
も
貢
献
。

ま
た
、
甲
南
病
院
の
設
立
や
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
賛
同
し
灘
購
買
組
合（
現 

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
こ
う
べ
）の
結

成
に
尽
力
す
る
な
ど
社
会
事
業
に
も
情
熱
を
傾
け
た
。さ
ら
に
、政
界
で
は
文
部
大
臣
を
務
め
る
な
ど
、多
方
面
で
精

力
的
に
活
躍
す
る
が
、教
育
事
業
家
・
教
育
者
で
あ
る
こ
と
を
天
職
と
し
甲
南
学
園
を
創
立
し
た
。

1921（大正10）年 
拾芳大会

「
平
生
釟
三
郎
自
伝
」平
生
釟
三
郎
著 

安
西
敏
三
校
訂

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、一
九
九
六
年
）

社
会
に
必
要
と
さ
れ
る
人
物
の
育
成
を
め
ざ
し
、教
育
に
情
熱
を
注
い
だ
創
立
者 

平
生
釟
三
郎
の
教
え
。

そ
の
数
々
を
、永
遠
に
消
え
る
こ
と
な
く
、存
在
し
続
け
る
さ
ま
を
表
す

「
百
世
不
磨
」と
い
う
標
題
に
た
と
え
紹
介
い
た
し
ま
す
。

百
不
磨

ひ
ゃ
く

せ
い

ま

世
ふ
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2 01 9年 4月、甲南学園は創立10 0周年を迎えます。

甲南大学では、学内独自の奨学金をはじめ、多数の奨学金を取り扱っており数多くの学生が利用
しています。学業のほかスポーツ・文化・国際交流・社会貢献など、課外活動を奨励する特待生制
度・表彰制度も充実させ、甲南らしい人物育成を支援しています。

さまざまな “志”を
支える奨学金制度

天
稟
有
能
な

青
年
に
学
資
を

給
し
以
っ
て

国
家
に
報
謝
せ
ん

び
ん

ひ
ら
お  

は
ち
さ
ぶ
ろ
う

て
ん

意
欲
の
あ
る
若
者
の
志
を
支
援
す
る
こ
と
が
甲
南
の
使
命
。

時
を
経
て
も
平
生
の
魂
は
、し
っ
か
り
と
学
園
に
根
付
い
て
い
る
。

　

甲
南
学
園
で
は
、2
0
1
9（
平
成
31
）

年
に
迎
え
る
創
立
1
0
0
周
年
に
向
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
記
念
事
業
を
本
格
的
に
始
動

し
て
い
ま
す
。「
甲
南
新
世
紀
K
O
N
A
N  

H
i
g
h
e
r  

Q
u
a
l
i
t
y 

教
育

の
実
現
」を
掲
げ
る
そ
の
事
業
で
は
、
奨
学
金

制
度
に
も
重
き
を
置
き
、
従
来
か
ら
整
備
し

て
い
る
も
の
に
加
え
、新
た
な
奨
学
金
を
拡
充

す
る
べ
く
、
計
画
を
推
進
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

学
園
や
同
窓
会
の
奨
学
生
に
よ
る「
甲
南

ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
倶
楽
部
」を
2
0
1
3
年
に
発

足
し
ま
し
た
。奨
学
生
た
ち
が
卒
業
後
も
世

代
を
超
え
交
流
す
る
中
で
、
甲
南
フ
ァ
ミ

リ
ー
の一員
と
し
て
社
会
に
貢
献
し
、ま
た
甲

南
学
園
発
展
の
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
的
存
在
を

担
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
す
。拾
芳
会

か
ら
巣
立
っ
た
先
達
た
ち
が
、そ
の
後
、日
本

の
各
界
を
支
え
た
よ
う
に
、
こ
の
倶
楽
部
の

若
者
た
ち
が
、
社
会
を
切
り
拓
い
て
く
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

自
ら
が
苦
学
し
た
経
験
か
ら
、私
費
で
立
ち
上
げ
た
学
資
給
付
事
業
。

国
家
や
社
会
の
た
め
に
働
く
人
材
育
成
を
め
ざ
し
た
。

当時、奨学生が寝食をともにし、
大志を育んだ「拾芳寮」。その
名標は、平生直筆によるもの
でした。

「甲南スカラシップ倶楽部」の卒業
記念パーティーでは、奨学生や教
員が集い、社会への貢献と卒業
後のつながりを確認し合いました。

　

平
生
釟
三
郎
は
1
9
1
2（
明
治
45
）年

か
ら
、有
能
で
あ
り
な
が
ら
経
済
的
に
困
窮

し
進
学
で
き
な
い
若
者
た
ち
に
学
資
を
与
え

る
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。与
え
た
学
資
に

つ
い
て一
切
の
返
金
を
せ
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、平
生
は
援
助
す
る
と
き
に
、将
来
国
家

や
社
会
、人
々
の
た
め
に
働
く
人
間
に
な
る
こ

と
を
若
者
た
ち
に
誓
約
さ
せ
ま
し
た
。こ
の

こ
と
か
ら
事
業
は
、単
な
る
金
持
ち
の
道
楽

な
ど
で
は
な
く
、平
生
な
り
の
国
家
への
貢
献

だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　

学
費
給
付
事
業
は
、〝
香
る
花
の
つ
ぼ
み
を

拾
い
上
げ
る
〞の
意
味
か
ら
「
拾
芳
会
」と
名

付
け
ら
れ
、全
国
か
ら
集
ま
っ
た
会
員
は
約

1
6
0
名
に
お
よ
び
、平
生
家
に
下
宿
す
る

者
も
。右
の
写
真
、前
よ
り
2
列
目
中
央
に

子
ど
も
を
膝
に
乗
せ
、写
真
に
収
ま
る
平
生

の
姿
が
見
え
ま
す
が
、知
識
の
詰
め
込
み
を

嫌
い
、人
格
の
修
養
を
重
視
し
た
平
生
は
、こ

の
よ
う
に
若
者
と
と
も
に
過
ご
す
時
間
を
通

し
て
、自
ら
の
経
験
や
考
え
を
伝
え
、彼
ら
の

魂
を
も
磨
き
ま
し
た
。拾
芳
会
か
ら
巣
立
っ

た
者
は
、後
に
科
学
技
術
や
医
学
の
進
展
に

寄
与
す
る
な
ど
、多
方
面
で
活
躍
し
ま
し
た
。

し
ゅ
う
ほ
う
か
い


