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卒
業
生
諸
君
の
卒
業
を
心
か
ら
祝
福
し

ま
す
。

　

諸
君
の
卒
業
す
る
中
央
大
学
は
、
今
、

新
た
な
新
世
紀
を
力
強
く
歩
み
出
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
母
校
中
央
大
学
の
新
た

な
る
発
展
は
卒
業
す
る
君
た
ち
の
今
後
を

強
く
支
援
す
る
こ
と
と
な
る
と
確
信
し
て

い
ま
す
。
そ
の
改
革
は
、
こ
の
豊
か
な
地

球
を
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
と
い

う
歩
み
で
も
あ
り
ま
す
。
次
の
世
代
に
、

こ
の
地
球
を
よ
り
美
し
く
、
平
和
で
文
化

的
な
も
の
と
し
て
い
か
に
引
き
継
ぐ
か
と

い
う
こ
と
は
、
全
て
の
人
類
共
通
の
課
題

で
も
あ
り
ま
す
。

　

卒
業
生
諸
君
も
、
全
中
央
大
学
人
の
一

員
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
意
識
し

て
、
社
会
人
と
し
て
活
動
を
し
て
欲
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
球
の
美
し
さ
は
、
自
然
環
境
的

な
美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
文
化
的
な
美
し

さ
を
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
文
化
的
な
美

し
さ
は
、
平
和
で
あ
り
、
人
間
の
知
的
な

探
求
心
に
応
え
る
べ
き
哲
学
か
ら
科
学
ま

で
の
人
類
の
叡
智
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間

精
神
を
豊
か
に
す
る
音
楽
・
美
術
な
ど
の

芸
術
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

卒
業
生
諸
君
は
、
具
体
的
に
は
、
古
代

か
ら
現
在
ま
で
の
人
類
の
叡
智
を
結
集
さ

せ
る
学
問
の
府
で
あ
る
中
央
大
学
に
お
い

て
、
人
類
の
叡
智
を
学
ん
で
き
た
こ
と
と

確
信
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
叡
智
を
、

こ
れ
か
ら
は
社
会
に
還
元
し
て
い
く
こ
と

を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
程

述
べ
た
よ
う
な
美
し
い
地
球
を
将
来
の
人

類
に
継
承
し
て
い
く
責
務
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
維

持
し
、
社
会
と
い
う
場
に
お
い
て
、
お
か

し
い
こ
と
は
お
か
し
い
と
感
じ
る
感
性
を

堅
持
し
、
誠
実
に
人
生
を
送
っ
て
欲
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

中
央
大
学
は
、
派
手
な
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
、
む
し
ろ
地
味
な
大
学
と
い
う
印

象
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
社

会
か
ら
の
印
象
を
否
定
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
派
手
で
は
な
い
と
い
う
印
象
に

は
、
本
学
の
卒
業
生
が
誠
実
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
本
学
の
伝
統
で

あ
る
質
実
剛
健
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
は
、
私
は

こ
の
伝
統
を
誇
り
に
思
い
ま
す
。
卒
業
生

諸
君
に
も
、
こ
の
本
学
の
伝
統
を
ふ
ま
え
、

人
生
の
こ
の
王
道
を
倦
む
こ
と
な
く
進
ん

で
い
く
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
君
た
ち
の
母
校
と
な
る
中
央

大
学
は
、
い
つ
ま
で
も
君
た
ち
と
と
も
に

い
ま
す
。
君
た
ち
が
人
生
に
お
い
て
挫
け

そ
う
に
な
と
き
、
こ
の
人
生
の
王
道
を
歩

む
こ
と
に
疲
れ
た
と
き
、
本
学
に
入
学
し
、

学
ん
だ
日
々
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
日
に
中
央
大
学
は

君
た
ち
に
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
大
学
と
し

て
、
厳
然
と
し
て
そ
び
え
立
つ
大
学
で
あ

り
続
け
ま
す
。

　

ま
た
、
諸
君
が
そ
の
社
会
経
験
か
ら
得

た
叡
智
を
、
母
校
中
央
大
学
の
新
し
い
伝

統
を
築
い
て
い
く
う
え
に
お
い
て
供
し
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

こ
そ
母
校
中
央
大
学
が
、
全
中
央
大
学
人

の
も
の
と
な
り
、
よ
り
一
層
存
在
感
の
あ

る
大
学
と
な
る
こ
と
と
考
え
る
も
の
で
す
。

　

私
自
身
も
、
母
校
で
あ
る
大
学
に
教
員

と
し
て
残
っ
た
者
の
責
任
と
し
て
、
母
校

の
伝
統
を
守
り
、
発
展
さ
せ
、
そ
し
て
、

新
し
い
世
紀
に
敢
然
と
し
て
輝
く
新
し
い

姿
の
母
校
を
目
指
し
て
、
で
き
る
限
り
の

努
力
を
す
る
こ
と
を
卒
業
生
諸
君
に
約
束

し
ま
す
。
ま
た
、
会
い
ま
し
ょ
う
。

は
な
む
け
の
言
葉

総
長
・
学 

長 

永な
が

井い 

和か
ず

之ゆ
き
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洞
察
力
と
こ
だ
わ
り

法
学
部
長 

金か
な

井い 

貴た
か

嗣じ

学
び
の
連
続

経
済
学
部
長 

松ま
つ

丸ま
る 

和か
ず

夫お

　

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
経

済
学
部
そ
し
て
総
合
大
学
と
し
て
の
中
央

大
学
は
、
昨
年
創
立
百
周
年
を
迎
え
新
た

な
第
二
世
紀
へ
の
歩
み
を
開
始
し
ま
し
た
。

そ
の
記
念
す
べ
き
年
に
ご
卒
業
さ
れ
る
み

な
さ
ん
と
ひ
と
し
お
の
喜
び
を
分
か
ち
合

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
、
新
た
な
門
出
を
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
の
か
。
二
つ
め
は
、
こ
れ

か
ら
自
分
は
何
を
し
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

大
学
を
卒
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本

人
の
み
な
ら
ず
、
ご
父
母
や
ご
親
族
に

と
っ
て
も
喜
び
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、

社
会
に
は
大
学
を
卒
業
し
な
い
で
働
き
、

生
活
し
て
い
る
人
々
が
多
数
い
ま
す
。
大

学
の
「
大
衆
化
」
が
進
み
、
今
日
で
は
大

学
卒
業
の
学
士
号
そ
れ
自
体
希
少
価
値
の

小
さ
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

４
年
間
の
大
学
生
活
で
何
も
身
に
つ
け
な

か
っ
た
と
し
た
ら
そ
こ
に
何
の
意
味
が
あ

り
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
大
学
卒
業
生
に
求

め
ら
れ
る
資
質
の
一
つ
と
し
て
、
自
己
分

析
を
客
観
的
に
お
こ
な
い
、
環
境
の
変
化

を
き
ち
ん
と
認
識
で
き
る
知
的
能
力
が
大

切
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
周
囲
に
流
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
流
れ
を
作
り
出
す
能

力
を
養
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

大
学
の
外
の
社
会
で
は
、
み
な
さ
ん
の

想
像
を
超
え
る
厳
し
い
試
練
が
待
ち
受
け

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
困
難
な

と
き
で
も
冷
静
に
事
態
を
分
析
し
、
最
も

合
理
的
な
選
択
が
で
き
る
た
め
に
は
、
ね

ば
り
強
さ
が
必
要
で
す
。

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て「
不
安
」

を
感
じ
る
人
が
い
た
ら
、
そ
れ
は
正
常
な

感
性
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
の
証
で
す
。

大
学
で
は
身
に
つ
け
得
な
か
っ
た
こ
と
を

負
の
財
産
と
考
え
ず
に
、「
だ
か
ら
や
る

べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
前
向
き

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
人
の
一
生
は
、
学
び
の
連
続
で
す
。

ど
う
か
ご
活
躍
下
さ
い
。

　

卒
業
生
の
皆
さ
ん
、
卒
業
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
卒
業
を
機
に
、
自
分
の
人
生

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か

ら
の
自
分
の
人
生
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
ま
で
、
楽
し
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
つ

ら
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
。
大
学
に
入
っ
て
み
る
と
、
中

学
・
高
校
と
ち
が
っ
て
、
自
由
な
時
間
が

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
、
と
ま
ど
い
な
が

ら
も
、
自
分
を
み
つ
め
る
時
間
が
で
き
、

こ
れ
か
ら
何
が
し
た
い
か
、
何
が
で
き
る

か
、
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

い
ざ
、
考
え
て
み
る
と
、
今
、
日
本
の
社

会
や
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
社
会
が
変
わ

り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
自
分

が
、
い
か
に
世
の
中
の
こ
と
に
つ
い
て
知

ら
な
か
っ
た
か
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
い
つ
ま
で
も

親
の
す
ね
を
か
じ
る
わ
け
に
い
か
な
い
か

ら
、
生
活
の
糧
と
な
る
仕
事
に
つ
か
な
け

れ
ば
と
思
い
な
が
ら
も
、
さ
り
と
て
、
何

で
も
い
い
わ
け
で
は
な
く
、「
生
き
が
い
」

を
感
じ
ら
れ
る
仕
事
を
、
と
思
い
悩
ん
だ

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
社
会
に
出
て
、
仕
事
を
し
て

み
る
と
、「
稼
ぐ
」
と
い
う
こ
と
が
い
か

に
た
い
へ
ん
な
こ
と
か
、
実
感
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
世
の
中
、
い
い
人
ば

か
り
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
、
い

く
つ
も
壁
に
ぶ
ち
当
た
り
ま
す
。
そ
れ
ら

の
壁
を
突
き
破
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
皆
さ
ん
の
、
社
会
を
洞
察
す
る
力

と
、
何
を
大
切
に
生
き
て
ゆ
き
た
い
か
の

「
こ
だ
わ
り
」
の
強
さ
だ
と
思
い
ま
す
、

こ
れ
か
ら
の
洞
察
力
と
「
こ
だ
わ
り
」
は
、

皆
さ
ん
が
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
、
生

涯
、行
う
で
あ
ろ
う
「
学
」「
問
」
に
よ
っ

て
養
わ
れ
強
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

日
　々

自
分
を
高
め
る
努
力
を
継
続
し

て
下
さ
い
。
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学
び
・
教
養
・
品
格

商
学
部
長 

酒さ
か

井い

正し
ょ
う

三さ
ぶ

郎ろ
う

「
知
的
」
体
力
に
自
信
あ
り

理
工
学
部
長 

田た

口ぐ
ち　

東
あ
ず
ま

　

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
．
皆

さ
ん
は
理
工
学
部
，
理
工
学
研
究
科
に
お

い
て
何
を
得
た
で
し
ょ
う
か
？
第
一
は
，

専
門
分
野
の
知
識
で
し
ょ
う
．
科
学
技
術

の
進
歩
は
早
い
の
で
，
そ
れ
が
古
く
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
．
し
か
し
，

ど
の
よ
う
に
勉
強
す
れ
ば
必
要
な
知
識
が

得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
方
法
論
に
は
賞
味

期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
し
，
ど
の
よ
う
な
場

面
で
も
有
効
に
使
え
る
と
思
い
ま
す
．

　

第
二
に
，
卒
業
論
文
，
修
士
論
文
と
し

て
ま
と
め
た
成
果
で
す
．
内
容
そ
の
も
の

は
お
蔵
入
り
の
運
命
に
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
．
し
か
し
，
そ
れ
を
ま
と
め
上
げ
る

プ
ロ
セ
ス
で
得
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
．

最
初
は
，
ほ
と
ん
ど
手
探
り
の
状
況
の
中

で
，
問
題
ら
し
き
も
の
を
見
つ
け
だ
し
た

で
し
ょ
う
．
他
の
研
究
者
の
取
り
組
み
を

調
べ
な
が
ら
，
自
分
で
答
え
を
知
る
こ
と

が
出
来
る
問
題
の
形
に
作
り
，
自
ら
考
え

た
方
法
を
試
し
な
が
ら
，
成
果
に
た
ど
り

着
い
た
と
思
い
ま
す
．
そ
の
途
中
に
は
，

ね
ば
り
強
い
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
と
，

潔
い
撤
退
と
，
ほ
ん
の
数
回
の
，
し
か
し

大
変
に
嬉
し
い
成
功
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
．
研
究
室
で
の
議
論
や
ア
ド
バ
イ
ス
，

外
の
研
究
発
表
会
に
お
け
る
交
流
の
中
で

研
究
を
進
め
て
き
た
こ
と
は
，
貴
重
な
体

験
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
．
こ
の
よ
う
な
自

主
的
な
研
究
体
験
は
，
こ
こ
で
し
か
得
ら

れ
な
い
貴
重
な
財
産
で
あ
り
ま
す
し
，
そ

れ
を
経
験
し
な
か
っ
た
人
に
対
す
る
大
き

な
優
位
点
と
な
る
で
し
ょ
う
．

　

こ
の
よ
う
に
理
工
学
に
基
礎
を
置
く
，

知
的
な
体
力
が
身
に
つ
い
た
と
い
う
こ
と

を
，
大
き
な
自
信
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
．
そ
し
て
，
こ
の
知
的
体

力
は
，
研
究
分
野
が
異
な
っ
て
も
も
ち
ろ

ん
通
用
す
る
訳
で
す
か
ら
，
新
し
い
問
題
，

新
し
い
分
野
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
，
新
し

い
技
術
，
分
野
を
開
拓
さ
れ
る
こ
と
を
大

い
に
期
待
し
て
い
ま
す
．

　

学
窓
を
巣
立
つ
卒
業
生
の
み
な
さ
ん
、

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

み
な
さ
ん
に
、
学
び
・
教
養
・
品
格
と
い

う
三
つ
の
言
葉
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
・

エ
リ
ー
ト
と
い
う
べ
き
社
会
人
に
よ
る

「
犯
罪
」が
マ
ス
コ
ミ
を
騒
が
せ
て
い
ま
す
。

「
粉
飾
決
算
」「
耐
震
偽
装
」「
偽
計
取
引
」

と
い
っ
た
言
葉
を
新
聞
で
目
に
し
な
い
日

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
一
部
の
人

間
に
よ
る
問
題
行
為
は
い
つ
の
時
代
に
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
事
件
は
、

社
会
自
体
の
構
造
変
化
を
背
景
に
し
て
起

き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

前
世
紀
末
の
冷
戦
構
造
の
崩
壊
以
来
、

体
制
的
緊
張
感
を
欠
い
た
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
や
市
場
原
理
主
義
の

強
ま
り
と
と
も
に
、
日
本
の
社
会
に
お
い

て
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
大
き
な
変
化
の

波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。
実
力
主

義
や
成
果
主
義
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
世

の
中
の
価
値
観
の
多
く
が
、
結
果
が
す
べ

て
と
い
う
方
向
に
大
き
く
カ
ジ
を
切
っ
て

き
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
個
人
の
選
好
を
超

え
た
力
が
、
外
か
ら
個
人
に
向
か
っ
て
懸

か
っ
て
く
る
時
代
、
そ
れ
が
今
と
い
う
時

代
の
特
徴
で
す
。

　

か
か
る
時
代
を
生
き
る
上
で
大
切
な
こ

と
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
行
動
基
準
の
中
に

も
の
ご
と
の
善
悪
を
判
断
す
る
力
が
身
に

付
い
て
つ
ね
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ハ
ウ
ツ
ー
を
主
体
に
し
た
知
識
に

よ
っ
て
育
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
こ
れ
は
、
学
び
つ
づ
け
る
意
志
に

よ
っ
て
教
養
を
磨
き
、
そ
れ
を
豊
か
に
す

る
努
力
を
つ
う
じ
て
得
ら
れ
る
も
の
、
状

況
を
解
釈
し
、
そ
れ
へ
の
自
己
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
客
観
的
な
意
味
づ
け
を
行
う

訓
練
に
よ
っ
て
身
に
付
く
力
で
す
。
換
言

す
れ
ば
、
自
己
を
相
対
化
し
た
り
、
自
己

を
律
し
た
り
す
る
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
自
己
規

律
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
人
に
人
間

と
し
て
の
品
格
が
備
わ
っ
て
く
る
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
前
途
が
洋
々
た
る
も
の
で

あ
り
ま
す
よ
う
祈
念
し
て
い
ま
す
。
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宇う

野の 

茂し
げ

彦ひ
こ

　

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
こ
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
キ
ャ

ン
パ
ス
を
巣
立
っ
て
、
い
よ
い
よ
実
社
会

に
羽
ば
た
い
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
学
で
の
勉
学
は
必
ず
し
も
実
社
会
で
す

ぐ
に
役
立
つ
よ
う
な
知
識
や
技
能
で
は
な

い
で
す
し
、
そ
も
そ
も
人
は
学
校
だ
け
で

で
き
あ
が
る
も
の
で
も
な
し
、
社
会
に
出

て
か
ら
も
自
己
研
鑽
は
必
要
な
こ
と
で
す
。

　

「
君
子
は
器
な
ら
ず
」
と
い
い
ま
す
。

一
方
の
用
途
に
だ
け
し
か
役
に
立
た
な
い

の
は
本
当
の
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ

れ
は
単
な
る
器
械
で
し
ょ
う
。
技
術
や
知

識
は
必
ず
古
び
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
常
に
新
た
に
し
て
い
く
の
が
、
人
の
知

慧
と
い
う
も
の
。
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な

思
考
の
基
礎
を
皆
さ
ん
は
身
に
付
け
た
は

ず
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
社
会
で
は
時
と
し
て
思
う
よ
う
に
い

か
な
い
事
態
に
遭
遇
し
ま
す
。
そ
の
際
、

決
し
て
く
じ
け
る
こ
と
な
く
培
っ
た
知

力
で
乗
り
越
え
て
い
っ
て
頂
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
矜
恃
を
も
つ
こ
と

が
大
事
か
と
思
い
ま
す
。
物
事
は
た
い
て

い
内
部
か
ら
崩
れ
る
の
で
す
。
韓
非
子
は

国
家
は
五
蠹
に
よ
っ
て
崩
れ
る
、
す
な
わ

ち
白
蟻
の
よ
う
な
内
側
か
ら
蝕
む
存
在
に

よ
っ
て
国
家
さ
え
も
崩
壊
す
る
と
言
い
ま

す
が
、個
人
も
同
じ
こ
と
で
、矜
恃
を
失
っ

て
自
暴
自
棄
に
な
る
こ
と
が
尤
も
忌
む
べ

き
こ
と
で
す
。

　

孟
子
は
「
仰
い
で
天
に
愧
ぢ
ず
、
俯
し

て
人
に

ぢ
ざ
る
は
、
君
子
の
楽
し
み
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
信
が

ゆ
る
が
な
い
最
良
の
方
策
で
す
。
本
当
に

そ
の
よ
う
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た

ら
、
ど
ん
な
に
か
幸
せ
で
し
ょ
う
。
そ
の

よ
う
な
未
来
を
目
指
し
て
矜
恃
あ
る
人
生

を
送
っ
て
頂
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

21
世
紀
を
築
く
と
は

　

20
世
紀
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？
総
合
政
策
学
部
が
、

設
立
さ
れ
た
１
９
９
３
年
当
時
が
ど
の
よ

う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
と
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
１
９
８
９
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁

が
崩
壊
し
１
９
９
１
年
に
ソ
連
が
ロ
シ
ア

に
な
る
と
い
う
20
世
紀
を
生
き
て
き
た
人

間
に
と
っ
て
は
驚
く
よ
う
な
こ
と
が
次
々

に
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
１
９
９
０
年

代
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
、
就
業
人
口
の
第
３

次
産
業
へ
の
シ
フ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

携
帯
電
話
等
の
情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的

進
歩
、
豊
か
さ
の
概
念
の
変
容
、
個
の
論

理
の
推
進
等
20
世
紀
の
社
会
で
は
考
え
ら

れ
な
い
よ
う
な
社
会
の
変
容
が
起
こ
り
ま

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
産
業
革
命

以
来
の
近
代
工
業
化
社
会
の
完
成
を
目
指

し
た
20
世
紀
を
総
括
し
21
世
紀
の
新
し
い

社
会
シ
ス
テ
ム
を
築
く
の
か
と
い
う
こ
と

は
卒
業
さ
れ
る
諸
君
が
こ
れ
か
ら
社
会
の

中
で
直
面
す
る
諸
問
題
を
解
決
し
な
が
ら

考
え
新
し
い
社
会
を
築
い
て
行
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

「
賢
者
は
歴
史
に
学
び
、
愚
者
は
体
験

に
従
う
」
と
い
う
ド
イ
ツ
の
宰
相
ビ
ス
マ

ル
ク
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

体
験
は
、「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
に
重
要
な
行
為

で
あ
り
ま
す
。
大
学
か
ら
世
の
中
に
旅
立

つ
卒
業
生
諸
君
は
、
社
会
の
中
で
こ
れ
か

ら
様
々
な
体
験
を
し
ま
す
。
こ
の
言
葉
の

意
味
は
、
賢
者
は
、
自
分
の
体
験
や
考
え

ば
か
り
で
物
事
を
理
解
す
る
の
で
な
く
そ

の
原
因
や
背
景
や
世
の
中
の
変
容
な
ど
を

考
え
て
自
分
の
経
験
や
体
験
を
普
遍
化
す

る
こ
と
に
よ
り
共
通
の
原
理
や
法
則
を
見

つ
け
出
す
事
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

が
、
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
す
。

　

21
世
紀
の
新
し
い
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を

築
い
て
い
く
諸
君
に
は
、
こ
の
精
神
を
忘

れ
ず
に
社
会
で
活
躍
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
念

し
ま
す
。




