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今
日
、晴
れ
て
入
学
の
日
を
迎
え
ら
れ
た
皆
さ
ん
に
、名
古
屋
外
国
語
大
学
を
代
表
し
て
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
保
護
者
の
皆
さ
ま
に
は
、心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、今
日
か
ら
皆
さ
ん
の
新
し
い
学
び
舎
と
な
る
名
古
屋
外
国
語
大
学
は
、創
立
か
ら
二
十
八
年
と
い
う
ま
だ
歴
史
の
浅
い
大
学
で

す
。人
生
に
喩
え
る
な
ら
ば
、青
春
の
真
っ
盛
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。し
か
し
、私
た
ち
の
大
学
は
、す
で
に
、国
際
系
の
大
学
と
し

て
、中
部
地
区
を
リ
ー
ド
し
、代
表
す
る
大
学
へ
と
成
長
し
、今
は
、さ
ら
な
る
飛
躍
に
向
け
て
、新
た
な
助
走
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
も
、こ
の
勢
い
を
持
続
さ
せ
、本
学
の
存
在
を
日
本
全
国
に
向
か
っ
て
広
く
周
知
さ
せ
、持
て
る
力
を
フ
ル
に
発
揮
す
べ
く
努
力
を
重

ね
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

今
日
は
、こ
の
晴
れ
や
か
な
門
出
の
日
に
ち
な
み
、本
学
で
の
学
び
の
意
味
、そ
し
て
そ
の
指
針
と
な
る「
建
学
の
精
神
」に
つ
い
て
、私
が
考

え
る
と
こ
ろ
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。皆
さ
ん
は
、ま
だ
、ご
存
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、本
学
の
建
学
の
精
神
は
、「
人
間
教
育
と

実
学
」で
あ
り
ま
す
。 

「
人
間
教
育
と
実
学
」
―
―
。ま
ず
、何
に
も
ま
し
て
、一
人
ひ
と
り
の「
個
性
を
生
か
し
た
」
人
材
の
養
成
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。そ

し
て
そ
れ
を
土
台
と
し
な
が
ら
、地
域
社
会
の
発
展
と
、広
く
は
人
類
の
福
祉
の
向
上
に
役
立
て
る
人
材
を
育
て
る
こ
と
が
、使
命
と
さ
れ

て
い
ま
す
。最
初
の「
人
間
教
育
」は
、少
し
平
た
く
言
い
直
し
て
み
る
と
、人
間
社
会
に
生
き
る
上
で
求
め
ら
れ
る
一
市
民
と
し
て
の
モ
ラ
ル
、

教
養
の
教
育
を
意
味
し
て
い
ま
す
。少
し
古
風
な
言
い
回
し
を
用
い
る
と
、学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、「
徳
」と
さ
れ
る
も
の
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。徳
、こ
れ
を
英
語
で
表
現
す
れ
ば
、virtu

e 

で
し
ょ
う
か
。 

私
は
最
近
、中
国
の
故
事
成
語
に
次
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
一
句
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。 

「
桃
李
成
蹊
（
と
う
り
せ
い
け
い
）
」と
い
う
言
葉
で
、中
国
前
漢
時
代
の
歴
史
家
、司
馬
遷
の
書
い
た『
史
記
』に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。正
確

に
は
、「
桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」と
言
い
、中
国
語
の
読
み
で
は
、「
タ
オ
リ
ー
ブ
ー
イ
エ
ン
、シ
ャ
ー
ツ
ー
チ
ェ
ン
シ
ー
」と
な
る
よ
う
で
す
。 

「
桃
李
も
の
言
わ
ざ
れ
ど
、下
、自
ら
蹊
を
成
す
」
―
―
。桃
李
の
桃
と
は
、も
も
、peach

es

の
意
味
、李
は
、す
も
も
、plu

m
s

の
意
味
で
す
。

こ
れ
を
平
た
く
解
説
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
桃
（
も
も
）や
李（
す
も
も
）の
木
は
、み
ず
か
ら
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、そ
の
か
ぐ
わ
し
い
香
り
を
求
め
て
、自
然
と
人
が
集
ま

っ
て
く
る
。そ
し
て
結
果
と
し
て
木
の
下
に
は
、道
が
で
き
る
。徳
の
あ
る
人
は
、自
分
か
ら
声
に
出
し
て
言
わ
な
く
て
も
、自
然
と
人
が
集
ま

っ
て
き
て
、い
つ
し
か
道
が
で
き
て
し
ま
う
も
の
だ
」と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。古
代
中
国
に
生
き
た
李
広
将
軍
と
い
う
実
在
の
優
れ
た

軍
人
を
称
え
る
目
的
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、悲
運
の
将
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
の
李
広
将
軍
は
、泉
を
発
見

す
れ
ば
部
下
に
先
に
飲
ま
せ
、食
事
も
下
士
官
と
共
に
し
、全
員
が
食
事
を
始
め
る
ま
で
自
分
の
分
に
は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
清
廉
高
潔
の
士
で
し
た
。ち
な
み
に「
桃
李
成
蹊
」は
、お
酒
の
銘
柄
に
も
な
る
ほ
ど
、よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、こ
の
言
葉
を
建

学
の
精
神
と
し
て
い
る
大
学
も
あ
り
ま
す
。 

で
は
、「
徳
の
あ
る
人
」
、と
は
ど
う
い
う
人
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
？ 

先
ほ
ど
、英
語
で
は
、virtu

e 

と
い
う
言
葉
が
当
て
は
ま
る
と
言
い

ま
し
た
が
、徳
の
考
え
方
は
、お
そ
ら
く
欧
米
と
ア
ジ
ア
の
人
々
の
間
で
少
な
か
ら
ず
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。し
か
し
今
は
、そ
う
し
た
差

異
に
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
り
、「
徳
」
な
い
し「
美
徳
」と
い
う
概
念
か
ら
連
想
さ
れ
る
人
や
資
質
を
、い
く
つ
か
列
挙
し
て
み
ま
し
ょ
う
。た
と
え

ば
、気
品
溢
れ
る
人
、意
志
の
強
い
人
、人
間
的
に
温
か
み
の
あ
る
人
、理
性
、忠
誠
心
に
優
れ
た
人
、さ
ら
に
は
勇
気
、名
誉
を
重
ん
じ
る

心
、誠
実
さ
、自
信
、謙
虚
さ
、人
へ
の
信
頼
、そ
し
て
最
後
に
健
康
。こ
こ
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、世
界
に
対
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
明
る
い

見
方
が
で
き
る
こ
と
も
大
切
で
す
。む
ろ
ん
、こ
れ
ら
す
べ
て
の
資
質
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
、一
朝
一
夕
、い
や
、大
学
四
年

間
の
学
び
で
そ
れ
が
身
に
つ
く
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、本
学
が
掲
げ
る「
建
学
の
精
神
」の
も
っ
と
も
大
切
な
柱
が
こ
こ
に
あ

る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。桃
の
香
り
の
よ
う
に
、自
ず
と
人
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
の
で
き
る
魅
力
的
な
人
に
な
る
べ
く
、

私
た
ち
の
大
学
で
そ
の
大
切
な
一
歩
を
踏
み
し
め
て
く
だ
さ
い
。 

さ
て
、本
学
の
建
学
の
精
神
の
う
ち
の
後
半
、「
実
学
」に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。 

英
語
で
す
と
、practical scien

ce 

が
そ
れ
に
相
当
し
ま
す
。実
学
の
実
は
、も
ち
ろ
ん
実
り
で
あ
り
、成
果
で
す
。こ
こ
で
は
、何
よ

り
も
社
会
で
の
実
践
に
役
立
つ
知
識
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す
。先
ほ
ど
の「
桃
」や「
李
」の
香
り
の
意
味
す
る
も
の
が
、人

間
の
心
や
精
神
の
あ
り
よ
う
、端
的
に
気
品
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対
し
、実
学
が
ま
さ
に
目
標
と
す
る
の
は
、む
し
ろ
実
り
、な
い
し
成
果

そ
の
も
の
で
す
。現
実
社
会
は
、ど
こ
ま
で
も
シ
ビ
ア
で
冷
徹
な
ロ
ジ
ッ
ク
が
支
配
し
、そ
こ
で
生
き
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、ま
さ
に
批

判
的
思
考
で
す
。自
分
と
世
界
の
距
離
の
み
な
ら
ず
、世
界
の
仕
組
み
そ
の
も
の
を
正
確
に
把
握
す
る
力
。 

こ
こ
で
一
つ
明
治
期
の
日
本
で
使
わ
れ
た
「
去
華
就
実
（
き
ょ
か
し
ゅ
う
じ
つ
）
」と
い
う
少
し
古
い
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
去
華
の

「
去
」は
、「
去
る
こ
と
」を
、「
華
」は
、華
麗
の
華
、華
や
ぎ
、華
や
か
さ
の
意
味
で
す
。そ
し
て
就
実
の「
就
」は
、就
職
の
就
。就
実
と
は
、実

を
と
る
、実
に
就
く
、を
意
味
す
る
わ
け
で
す
ね
。こ
れ
を
平
た
く
言
い
換
え
る
と
、「
外
見
の
華
や
か
さ
か
ら
離
れ
て
、実
際
に
役
に
立
つ
人

間
に
な
る
」こ
と
、端
的
に
、「
花
を
捨
て
、実
を
取
る
」こ
と
を
意
味
し
ま
す
。 

「
桃
李
成
蹊
」と「
去
華
就
実
」
、同
じ
四
字
熟
語
で
も
、謳
わ
れ
て
い
る
精
神
は
、著
し
く
異
な
り
ま
す
。し
か
し
、こ
れ
ら
二
つ
は
、じ
つ
は
、

一
枚
の
コ
イ
ン
の
表
裏
の
関
係
、切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。李
広
将
軍
は
、言
う
ま
で
も
な
く
、た
ん
に
そ
の
清
廉
高
潔
な
人

間
性
の
み
な
ら
ず
、軍
人
と
し
て
も
卓
越
し
た
実
力
の
持
ち
主
で
し
た
。 

今
日
、め
で
た
く
本
学
へ
の
入
学
を
許
可
さ
れ
た
皆
さ
ん
。
桃
の
花
の
香
り
を
愛
で
る
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、桃
の
花
の
香
る
よ
う
な
気
品

に
溢
れ
る
人
間
に
育
っ
て
ほ
し
い
、と
同
時
に
、外
見
の
美
し
さ
に
と
ら
わ
れ
ず
、時
に
は
、孤
独
を
、そ
し
て
孤
立
す
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、現

実
の
社
会
で
役
に
立
つ
人
間
に
な
る
と
い
う
、毅
然
た
る
心
構
え
を
培
っ
て
ほ
し
い
。 

さ
て
、私
た
ち
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、日
進
の
小
高
い
丘
の
上
に
立
っ
て
い
ま
す
。お
隣
で
は
、私
た
ち
の
姉
妹
校
で
あ
る
名
古
屋
学
芸
大
学
（
Ｎ

Ｕ
Ａ
Ｓ
）の
学
生
た
ち
が
学
ん
で
い
ま
す
。今
日
か
ら
四
年
間
、名
古
屋
外
国
語
大
学
（
Ｎ
Ｕ
Ｆ
Ｓ
）の
み
な
ら
ず
、お
隣
の
名
古
屋
学
芸
大

学
の
学
生
た
ち
と
も
切
磋
琢
磨
し
合
い
な
が
ら
、充
実
し
た
学
生
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。 

そ
し
て
最
後
に
、記
憶
に
と
ど
め
て
ほ
し
い
こ
と
が
一
つ
。今
日
こ
の
日
か
ら
、名
古
屋
外
国
語
大
学
は
、皆
さ
ん
に
と
っ
て
人
生
の
長
い
道

連
れ
と
な
る
と
い
う
こ
と
。皆
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
努
力
と
将
来
に
お
け
る
活
躍
に
よ
っ
て
、私
た
ち
の
大
学
そ
れ
自
体
の
輝
き
と
未
来
も
ま

た
、日
々
、更
新
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、私
た
ち
教
職
員
一
同
も
、そ
の
こ
と
を
胸
に
刻
み
、皆
さ
ん
の
よ
り
よ
き
学
生
生
活
の
た
め
に
全
力
を

尽
く
す
所
存
で
す
。 

以
上
を
も
っ
て
、学
長
の
告
辞
と
い
た
し
ま
す
。 
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