
入学おめでとう入学おめでとう

「
自
分
の
進
み
た
い
途
へ
」

総
長
・
学
長 

永な
が

井い 

和か
ず

之ゆ
き

　

福
沢
諭
吉
が
英
吉
利
法
律
学
校
の

開
校
式
に
祝
辞
と
し
て
言
っ
た
こ
と

に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
り
ま
す

（
英
吉
利
法
律
学
校
は
明
治
18
年
に

創
立
さ
れ
た
中
央
大
学
の
前
身
で
あ

り
ま
す
）。
そ
こ
で
は
、
福
沢
諭
吉

は
人
間
必
須
の
学
問
と
し
て
法
学
を

医
学
と
並
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は

人
間
生
活
す
る
に
何
で
も
法
律
問
題

が
つ
き
ま
と
う
か
ら
、
弁
護
士
な
ど

の
法
曹
に
な
ら
な
い
で
も
学
ん
だ
こ

と
は
無
駄
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、
医
学
も
医
者
に
な
ら
な
い
で

も
自
分
の
身
体
の
こ
と
を
常
に
医
者

に
任
せ
て
お
く
の
で
は
不
安
心
で
あ

る
か
ら
、
医
者
に
頼
ら
な
い
で
も
養

生
で
き
る
よ
う
に
医
学
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
無
駄

に
な
ら
な
い
。
学
問
の
う
ち
半
分
学

ん
だ
だ
け
で
は
役
に
立
た
な
い
も
の

も
あ
る
が
、
医
学
や
法
学
は
一
日
だ

け
学
ん
で
も
役
に
立
つ
と
言
っ
て
お

り
ま
す
（「
福
沢
手
帖
１
１
１
・
平

成
13
年
12
月
20
日
」
９
頁
「
志
と
し

て
の
「
在
野
法
曹
の
法
律
家
ー
明
治

義
塾
か
ら
英
吉
利
法
律
学
校
へ　

東

京
法
学
院
を
経
て
中
央
大
学
へ
ー
」

金
原
左
門
・
竹
田
行
之
）。

　

こ
こ
で
の
意
味
を
ど
う
解
す
る
か

人
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
昔
か
ら
「
生
兵
法
怪
我
の

も
と
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

自
分
の
こ
と
は
自
分
で
判
断
を
し
て

間
違
え
て
も
文
句
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

人
の
こ
と
を
判
断
し
て
間
違
え
た
で

は
す
み
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
専
門
家

と
し
て
、
専
門
的
な
知
識
・
能
力
・

経
験
に
基
づ
い
た
判
断
を
す
る
場
合

は
、
な
お
さ
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

専
門
家
で
な
く
と
も
社
会
人
と
し
て

生
き
て
い
く
上
で
は
、
個
人
も
そ
の

行
動
に
つ
い
て
社
会
的
責
任
を
負
わ

ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

と
す
る
と
、
大
学
で
学
ぶ
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
役
に

立
つ
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
入
生
の
目
指

す
べ
き
将
来
の
自
己
の
姿
は
、
今
は

ど
う
あ
れ
最
終
的
に
は
人
間
性
や
感

性
ま
で
も
が
問
わ
れ
る
の
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
間
性
や
感
性

の
涵
養
と
い
っ
た
こ
と
は
教
室
内
の

教
員
に
よ
る
授
業
だ
け
で
は
な
く
、

本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
い
う
場
に
お

い
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を
構
成
し
て
い
る

教
職
員
・
学
生
な
ど
構
成
員
の
醸
し

出
す
雰
囲
気
や
、
そ
こ
に
お
け
る
お

互
い
の
切
磋
琢
磨
と
い
っ
た
環
境
に

よ
っ
て
も
涵
養
さ
れ
る
こ
と
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
学

は
、
君
た
ち
が
育
っ
て
い
く
、
ま
さ

に
母
な
る
大
学
と
し
て
、
誇
る
べ
き

伝
統
と
今
を
持
っ
て
い
ま
す
。
自
信

を
持
っ
て
、
進
ん
で
く
だ
さ
い
。
君

た
ち
が
選
ぶ
途
へ
。



「Hakumon ちゅうおう」 '07 年春季号

自
分
用
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
ろ
う
！

法
学
部
長 

金か
な

井い　

貴た
か

嗣じ

学
び
の
再
構
築

入学おめでとう入学おめでとう

経
済
学
部
長 

松ま
つ

丸ま
る 

和か
ず

夫お

　

経
済
学
部
へ
の
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
経
済
学
部
は
、
今
年
度
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
改
正
し
、
新
た
な
一
歩
を

踏
み
出
し
ま
す
。
そ
の
〝
新
生　

中
央
大

学
経
済
学
部
〞
の
一
期
生
と
し
て
私
た
ち

の
仲
間
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
新
入
生

の
み
な
さ
ん
を
心
か
ら
歓
迎
い
た
し
ま
す
。

　

今
日
、
新
た
に
大
学
生
と
し
て
生
活
を

開
始
さ
れ
る
み
な
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、

自
分
は
大
学
で
何
を
身
に
つ
け
た
い
の
か
。

二
つ
め
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
ら
自
分
は

ど
ん
な
人
生
を
送
り
た
い
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

大
学
に
入
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
み

な
さ
ん
ご
自
身
は
も
と
よ
り
、
ご
父
母
や

ご
親
族
に
と
っ
て
も
大
き
な
喜
び
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
過
ご
す
４
年
間

の
大
学
生
活
で
、
何
も
身
に
つ
け
る
も
の

が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
大
学
で
学
ぶ
こ
と

に
何
の
意
味
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
ん
に
ち
ま
で
、
み
な
さ
ん
は
勉
強
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
ん
な
考
え
方

を
も
っ
て
き
ま
し
た
か
。
や
れ
と
い
わ
れ

る
か
ら
勉
強
す
る
、
勉
強
と
は
忍
耐
力
の

涵
養
だ
、
将
来
の
可
能
性
を
開
く
上
で
必

要
だ
、
勉
強
を
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
こ

と
は
な
い
等
々
、
百
人
百
様
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
大
学
で
勉
強
す
る
と
い
う

こ
と
の
本
質
的
な
意
味
は
、「
み
ず
か
ら

課
題
を
発
見
し
、
そ
の
解
を
求
め
る
」
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
ま
で
の
勉
強
に
対
す
る
姿
勢
、
勉
強
の

方
法
を
一
度
根
本
か
ら
見
直
し
、
大
学
で

の
学
修
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
問
題
に
対
す
る
正
解
ら
し
い
も
の

を
ど
こ
か
ら
か
探
し
て
き
て
、
コ
ピ
ー
＆

ペ
ー
ス
ト
（
引
き
写
し
）
す
る
こ
と
は
い

た
だ
け
ま
せ
ん
。

人
の
一
生
は
、
学
び
の
連
続
で
す
。「
〜

の
た
め
の
勉
強
」
か
ら
「
よ
り
よ
く
生
き

る
」
と
い
う
発
想
で
、
大
学
生
に
ふ
さ
わ

し
い
学
び
の
再
構
築
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

く
だ
さ
い
。

　

大
学
に
入
っ
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
終
わ
り
、
大
学
生
活
に

慣
れ
て
く
る
と
、
高
校
の
と
き
と
違
っ
て

「
自
由
な
（
拘
束
さ
れ
な
い
）
時
間
」
が

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
大
学
の

授
業
は
、
１
時
限
が
90
分
で
、
１
日
に
６

時
限
（
な
い
し
７
時
限
）、
そ
れ
が
週
6

日
間
に
わ
た
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
合

計
36
コ
マ
の
う
ち
、
実
際
に
履
修
す
る
の

は
14
コ
マ
な
い
し
15
コ
マ
く
ら
い
で
あ
る
。

残
り
の
20
コ
マ
の
時
間
と
授
業
時
間
以
外

の
時
間
が
「
自
由
な
時
間
」
と
な
る
。

　

こ
の
「
自
由
な
時
間
」
を
ど
の
よ
う
に

過
ご
す
か
に
よ
っ
て
、
大
学
生
活
が
充
実

し
た
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
と

い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
こ
の
時

間
の
使
い
方
は
人
に
よ
っ
て
違
う
で
あ
ろ

う
。
外
国
語
の
会
話
能
力
を
高
め
て
留
学

し
た
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し

た
い
等
々
。
サ
ー
ク
ル
活
動
も「
お
遊
び
」

で
な
く
仲
間
と
切
磋
琢
磨
す
る
よ
う
な
も

の
な
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、

無
為
に
過
ご
す
こ
と
な
く
、
自
分
を
磨
く

た
め
に
自
分
で
計
画
を
立
て
る
こ
と
、
そ

う
い
う
意
味
で
の
「
自
分
用
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
」
を
作
っ
て
欲
し
い
。

１
年
生
の
と
き
く
ら
い
は
、
小
説
な
ど
の

文
学
書
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
、
自
分
が
、

こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
か
を
、

じ
っ
く
り
考
え
て
欲
し
い
。
た
と
え
ば
、

司
馬
遼
太
郎
、
吉
村
昭
、
城
山
三
郎
等
、

歴
史
上
の
人
物
を
と
り
上
げ
た
作
品
を
読

む
こ
と
を
「
あ
な
た
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

の
中
に
加
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。



市
民
社
会
の
担
い
手
と
し
て

商
学
部
長 

酒さ
か

井い

正し
ょ
う

三さ
ぶ

郎ろ
う

「
勉
強
は
つ
ら
い
が
研
究
は
楽
し
い
」

入学おめでとう入学おめでとう

理
工
学
部
長 

田た

口ぐ
ち　

東
あ
ず
ま

　

大
学
生
に
な
る
と
、
講
義
の
取
り
方
だ

け
を
み
て
も
、
自
分
で
決
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ
る
の
に
気
付
き
ま

す
。
学
生
生
活
の
自
由
度
が
大
き
く
、
自

分
自
身
の
責
任
で
物
事
を
決
め
る
チ
ャ
ン

ス
が
多
く
な
る
の
で
す
。
一
生
の
間
に
こ

の
よ
う
な
時
期
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
悔
い
を
残
す
こ
と
の
な
い
よ
う
是
非

有
意
義
に
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
は
、
在
学
期
間
中
に
、
皆
さ
ん

が
何
ら
か
の
形
で
科
学
技
術
の
第
一
線
に

参
加
で
き
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
は
る
か
彼
方
に

輝
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
実
は
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
て
、
熱
く

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
基
礎
か
ら

応
用
へ
と
続
く
理
工
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
を
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
私
た
ち
教
員
や
大

学
院
生
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
研
究
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
卒
業
研
究

で
は
、
試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
も
、
か
な

り
の
部
分
を
自
分
の
力
で
研
究
を
進
め
る

チ
ャ
ン
ス
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。
単
に
学

ぶ
だ
け
で
な
く
、
研
究
を
通
じ
て｢

知｣

を
創
造
す
る
訓
練
を
積
み
、
成
果
を
得
る

喜
び
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
未

知
の
課
題
に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
解

決
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

　

上
の
事
に
加
え
て
、
私
が
皆
さ
ん
に
望

む
の
は
、
自
然
に
し
て
も
社
会
に
し
て
も
、

そ
の
中
の
仕
組
み
に
対
し
て
、
素
直
に
興

味
を
持
て
る
こ
と
、
自
分
な
り
の
答
え
を

見
出
す
ま
で
の
持
続
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
、
そ
し
て
答
え
に
自
信
を
持
つ
こ
と
で

す
。
そ
の
た
め
に
、
ゆ
っ
く
り
本
を
読
む

時
間
を
作
る
こ
と
と
、
良
い
友
人
を
作
る

こ
と
の
二
つ
を
勧
め
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

し
て
成
長
し
つ
つ
あ
る
先
輩
諸
君
の
日
々

の
活
躍
を
理
工
学
部
のw

eb

サ
イ
ト
で

見
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
皆
さ
ん
も
是

非
そ
の
仲
間
入
り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
入
生
の
皆
さ
ん
、
入
学
お
め
で
と
う
。

こ
れ
か
ら
始
ま
る
大
学
生
活
を
前
に
、
皆

さ
ん
の
胸
は
期
待
感
と
心
地
よ
い
緊
張
感

に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
社
会
に
出
る
前
の
最
後
の
学
府
で
あ

る
大
学
の
四
年
間
は
、
皆
さ
ん
の
こ
れ
か

ら
の
人
生
に
と
っ
て
大
変
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
入
学
し
た
商
学
部
の
教
育
課

程
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
を
学
問
す
る
」
を
中

心
的
テ
ー
マ
と
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
通
じ
て

社
会
変
革
を
リ
ー
ド
で
き
る
人
材
の
育
成

と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
編

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
は
、「
ビ

ジ
ネ
ス
を
学
問
す
る
」
と
は
け
っ
し
て
ビ

ジ
ネ
ス
そ
の
も
の
を
直
接
教
授
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
り
立

ち
や
意
味
、
あ
り
方
を
多
方
面
か
ら
科
学

的
に
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
根
底
に
は
つ
ね
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
精

神
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
か
か
る
意

味
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
教
育
と
市
民
社
会
の
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
担
い
手
の
育
成
と
は
基
本
的

に
同
義
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
こ
う
し

た
理
念
の
追
究
に
相
応
し
い
、
広
い
知
見

の
修
得
に
向
け
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
工

夫
に
も
大
変
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

 

学
生
時
代
は
、
大
学
入
学
の
た
め
の
受

験
「
競
争
」
と
大
学
卒
業
後
に
ひ
か
え
る

社
会
で
の
「
競
争
」
の
は
ざ
間
に
あ
っ
て
、

「
競
争
」
と
は
無
縁
の
（
少
な
く
と
も
そ

う
で
あ
る
こ
と
が
可
能
な
）
人
生
で
は
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
貴
重
な
時
間
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
一
人
ひ
と
り
が
、
商
学
部
の

四
年
間
で
読
書
や
思
索
に
思
う
存
分
時
間

を
費
や
し
、
友
と
語
ら
い
、
責
任
感
や
倫

理
感
、
構
想
力
や
判
断
力
を
磨
き
、
ビ
ジ

ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
人
間
形
成
に
必

要
な
、
深
い
、
本
物
の
教
養
を
身
に
付
け

ら
れ
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。



知
識
の
島
と
不
可
思
議
の
海
岸
線

総
合
政
策
学
部
長

 

大お
お

橋は
し　

正ま
さ

和か
ず

友
を
え
ら
ば
ば
書
を
読
み
て
…

入学おめでとう入学おめでとう

文
学
部
長　

宇う

野の 

茂し
げ

彦ひ
こ

　

「
知
識
の
島
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
不

可
思
議
の
海
岸
線
が
長
く
な
る
。」
こ
の

言
葉
は
、
米
国
の
牧
師
で
あ
る
ラ
ル
フ
・

Ｗ
・
ソ
ッ
ク
マ
ン
の
言
葉
で
あ
る
。
大

学
で
勉
強
す
る
目
的
の
一
つ
に
「
学
問
を

学
ぶ
」
こ
と
に
よ
り
知
識
の
神
髄
に
近
づ

き
物
事
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は

と
期
待
し
て
い
る
諸
君
が
多
い
こ
と
と
思

う
。
し
か
し
、
冒
頭
の
言
葉
は
学
べ
ば
学

ぶ
ほ
ど
新
し
い
疑
問
や
不
思
議
に
思
う
こ

と
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。

　

標
準
化
の
世
界
で
は
、
高
校
ま
で
の
教

育
を
英
語
で
「
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と

い
い
、
大
学
以
降
の
生
涯
教
育
を
「
ラ
ー

ニ
ン
グ
」
と
呼
び
区
別
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
違
い
は
何
か
と
い
う
と
自
律
的
に
学

習
で
き
る
か
ど
う
か
の
違
い
で
あ
る
。
高

校
ま
で
は
、
教
科
書
が
あ
り
そ
れ
に
従
っ

て
勉
強
を
し
、
ほ
と
ん
ど
の
問
題
は
、
解

答
が
存
在
す
る
。
大
学
の
教
育
が
ラ
ー
ニ

ン
グ
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
自
律
的
に
学
習

す
る
方
法
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
授
業

時
間
の
中
で
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
問

題
の
発
見
、問
題
の
解
決
方
法
な
ど
に
よ
り
、

新
た
に
知
識
を
創
造
す
る
方
法
を
学
ぶ
こ

と
に
あ
る
。
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
大
事
な
点
は
、

個
々
の
学
問
の
体
系
を
学
ぶ
ば
か
り
で
な

く
学
問
に
関
す
る
考
え
方
や
も
の
の
見
方

と
い
っ
た
個
別
の
事
実
か
ら
そ
の
原
因
や

考
え
方
を
追
求
し
普
遍
化
さ
れ
た
共
通
の

原
理
や
理
論
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
知
識
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ

ど
、
新
た
な
疑
問
や
新
し
く
学
習
し
た
い

こ
と
も
増
え
る
の
で
あ
る
。
大
学
で
学
ん

だ
こ
と
の
中
で
細
か
い
事
実
は
忘
れ
て
し

ま
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
基
本

的
考
え
方
や
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
は
忘
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
大
学
で
学
ぶ
と
言
う

こ
と
は
、
授
業
ば
か
り
で
な
く
課
外
活
動

や
授
業
期
間
外
に
も
学
び（
ラ
ー
ニ
ン
グ
）

の
姿
勢
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
ど
う
か

諸
君
の
大
学
生
活
が
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
は
な
く
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
を
願

う
と
と
も
に
知
識
を
獲
得
す
る
だ
け
で
な

く
不
可
思
議
の
海
岸
線
が
長
く
な
り
さ
ら

な
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
へ
む
け
て
努
力
す
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。

　

新
入
生
の
み
な
さ
ん
ご
入
学
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
は
今
を
生
き
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

学
生
時
代
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
一
所

懸
命
に
し
て
欲
し
い
と
願
い
ま
す
。

　

与
謝
野
鉄
幹
は
明
治
の
末
の
頃
、「
友

を
え
ら
ば
ば
書
を
読
み
て
六
分
の
侠
気
、

四
分
の
熱
」
と
詠
い
ま
し
た
。
読
書
を
通

じ
て
、
感
想
を
述
べ
た
り
議
論
し
た
り
、

共
感
し
た
り
反
発
し
た
り
、
そ
う
い
う
交

友
は
や
は
り
大
学
生
ら
し
い
交
際
だ
と
思

い
ま
す
。
侠
気
と
い
う
の
は
、
自
分
の
こ

と
ば
か
り
考
え
ず
、
人
の
た
め
に
行
動
す

る
心
意
気
だ
し
、
熱
と
い
う
の
は
、
情
熱

を
も
っ
て
事
に
あ
た
る
こ
と
で
し
ょ
う
か

ら
、
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
き
友
は
自
然

に
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

明
末
の
書
に
「
菜さ
い

根こ
ん

譚た
ん

」
と
い
う
、
な

か
な
か
味
な
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か

に
「
友
に
交
る
に
は
須
す
べ
か
ら

く
三
分
の
侠
気

を
帯
ぶ
べ
し
、
人
と
作な

る
に
は
一
点
の
素

心
を
存
す
る
を
要
す
」
と
あ
り
ま
す
。
一

点
の
素
心
と
い
う
の
は
、
意
味
深
長
で
す

が
、
少
な
く
と
も
素
直
で
平
明
な
心
が
な

く
て
は
人
に
は
な
れ
な
い
と
い
っ
た
意
味

で
し
ょ
う
か
。

　

鉄
幹
も
、
も
し
か
す
る
と
こ
の
文
章
を

意
識
的
に
変
形
し
て
、
三
分
を
六
分
に
倍

増
し
、
更
に
熱
を
加
え
て
、
情
熱
的
行
動

を
強
調
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

「
菜
根
譚
」
は
明
末
の
文
人
洪こ
う

自じ

誠せ
い

の

著
で
す
が
、
明
末
は
不
安
な
時
代
で
、
そ

の
頃
の
知
識
人
の
風
潮
を
反
映
し
て
、
些

か
退
嬰
的
な
雰
囲
気
が
全
編
に
見
ら
れ
ま

す
。
一
方
、
明
治
の
世
相
も
必
ず
し
も
明

る
く
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
の
知

識
人
た
ち
に
は
、
時
代
を
鼓
舞
す
る
気
分

が
あ
り
ま
し
た
。
鉄
幹
の
こ
の
歌
に
も
そ

れ
を
感
じ
ま
す
。

   

皆
さ
ん
読
書
を
通
じ
て
よ
い
交
友
を

持
っ
て
く
だ
さ
い
。


