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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
、今
日
、本
学
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
保
護
者
の
皆
さ
ま
に
も
改
め
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

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
、昨
年
度
、創
立
三
十
年
の
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
、す
ば
ら
し
い
高
揚
の
う
ち
に
一
年
を
閉
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。私
た
ち
の
大
学
は
、今
ま
さ
に
長
い
成
長
期
を
終
え
、本
格
的
な「
自
立
」の
時
代
に
入
っ
た
と
い
え
ま
す
。そ
し
て
そ
の
自
立
の
証
と
し
て
、数
日
前
に
発
表

さ
れ
た
世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
の
日
本
版
で
は
、約
七
七
◯
あ
る
国
公
私
立
大
学
の
な
か
で
総
合
部
門
第
七
十
四
位
と
い
う
輝
か
し
い
成
績
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ま
た
、こ
の
四
月
一
日
を
も
っ
て
、
私
た
ち
の
大
学
に
は
、
四
番
目
の
学
部
、
世
界
教
養
学
部
が
加
わ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
私
は
今
日
、「
世
界
教
養
（W

orld
 
L
ib
eral 

A
rts

）
」と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、そ
し
て「
人
生
百
年
」と
い
わ
れ
る
時
代
に
生
き
る
上
で
の「
教
養
」の
大
切
さ
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。最
初
に
確
か

め
て
お
き
た
い
の
は
、「
世
界
教
養
」と
は
、た
ん
に
一
学
部
一
学
科
の
名
称
に
留
ま
ら
ず
、広
く
、私
た
ち
の
大
学
全
体
に
お
け
る「
教
養
教
育
」の
総
称
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

一
年
次
と
二
年
次
に
お
い
て
は
、「
外
国
語
」と「
教
養
」の
学
び
が
主
な
柱
と
な
り
ま
す
が
、後
者
の「
教
養
」の
学
び
の
要
と
な
る
の
が
、「
世
界
教
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
」と
呼
ば
れ
る

一
連
の
授
業
科
目
で
す
。他
方
、専
門
と
は
、皆
さ
ん
が
、主
と
し
て
三
年
次
以
降
に
身
に
つ
け
る
専
門
的
な
知
識
の
体
系
を
意
味
し
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、フ
ラ
ン
ス
語
学
科

の
学
生
で
あ
れ
ば
、フ
ラ
ン
ス
の
文
化
や
芸
術
に
つ
い
て
、あ
る
い
は
、Ｅ
Ｕ
圏
の
政
治
経
済
を
深
く
追
究
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。ま
た
、世
界
共
生
学
科
の
学
生
で
あ
れ
ば
、

「
発
展
途
上
国
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、多
文
化
共
生
の
な
か
に
生
き
る
人
々
の
心
の
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
に
対
し
て「
教
養
」と
は
、一
般
に
、ひ
と
り
の
人
間
が
、ひ
と
り
の
自
立
し
た
人
間
と
し
て
持
つ
べ
き
、様
々
な
分
野
に
わ
た
る
知
識
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。そ
こ
に
は
、も
ち

ろ
ん
、人
類
が
長
い
歴
史
の
な
か
で
生
み
出
し
た
文
学
や
芸
術
な
ど
質
の
高
い
文
化
に
関
わ
る
理
解
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
う
し
て
、教
養
と
専
門
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
知
識

の
修
得
を
と
お
し
て
、人
間
の
人
格
、物
事
に
対
す
る
判
断
力
や
創
造
力
が
養
わ
れ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。 

で
は
、な
ぜ
、「
世
界
教
養
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。私
の
答
え
は
端
的
に
こ
う
で
す
。「
世
界
教
養
」と
は
、こ
の
不
確
実
性
に
満
ち
た
現
代
を
生
き
て
い
く
な
か
で
、正
し
い
情
報

収
集
能
力
と
的
確
な
判
断
力
、さ
ら
に
豊
か
な
共
感
力
を
も
っ
て
、世
界
の
人
々
と
繋
が
っ
て
生
き
る
た
め
の
知
識
で
あ
り
技
術
、す
な
わ
ち
ア
ー
ツ
な
の
だ
、と
。い
わ
ゆ
る 
 

一
般
的
な
教
養
と
異
な
り
、「
世
界
教
養
」の
考
え
方
に
お
い
て
は
、世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
生
き
る
人
々
や
文
化
へ
の
関
心
と
共
感
力
が
基
盤
と
な
り
ま
す
。 

し
か
し
人
間
は
、む
ろ
ん
、「
教
養
」
な
い
し
、今
、私
が
い
う
「
世
界
教
養
」
な
し
で
も
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
に
あ
ら
ず
」と
は
福
音
書
の 

言
葉
で
す
が
、日
々
、飢
え
に
苦
し
む
人
々
に
と
っ
て
、目
の
前
の
パ
ン
以
外
、何
か
し
ら
リ
ア
ル
で
切
迫
し
た
意
味
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。逆
に
、今
こ
う
し
て「
教
養
」の

意
味
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
私
た
ち
自
身
、幸
せ
な
存
在
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。し
か
し
、「
教
養
」は
、け
っ
し
て
な
く
て
済
む
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。  

ま
た
、知
的
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
も
、知
的
贅
沢
品
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
の
知
的
必
需
品
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
す
。 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
と
い
う
哲
学
者
が
述
べ
た
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
ア
イ
フ
ォ
ン
は
す
で
に
私
た
ち
の
心
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
」（"

Th
e iPh

on
e is p

art 

of m
y m

in
d alread

y."

）
。い
え
、も
は
や
心
の
一
部
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
依
存
は
、想
像
以
上
に
強
ま
り
、こ
の
十
セ
ン
チ
四
方
の「
ポ
ケ
ッ
ト
サ
イ

ズ
の
神
さ
ま
」が
、私
た
ち
の
心
を
支
配
す
る
ば
か
り
か
、支
配
さ
れ
た
私
た
ち
人
間
を
、知
ら
ぬ
ま
に
、お
ご
り
高
ぶ
っ
た
存
在
に
育
て
上
げ
て
い
る
。か
り
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が

私
た
ち
の
心
の
一
部
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
一
部
を
、自
分
た
ち
の
英
知
で
も
っ
て
し
っ
か
り
管
理
す
る
術
を
学
ば
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、電
車
の
な
か
で
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
ゲ
ー
ム
に
熱
中
す
る
若
い
人
々
の
姿
を
見
な
が
ら
、私
は
ふ
と
不
吉
な
不
安
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。 

ご
存
知
の
よ
う
に
、私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
が
、Ａ
Ｉ
で
す
。多
く
の
人
々
が
予
測
し
て
い
る
よ
う
に
、Ａ
Ｉ
の
進
化
は
、確
実
に
私
た
ち
か
ら
日
々
の

労
働
を
奪
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。つ
ま
り
、私
た
ち
は
、遠
か
ら
ず
、す
さ
ま
じ
く
長
い
空
き
時
間
、自
由
時
間
の
な
か
で
生
き
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。ス
マ
ー
ト 

フ
ォ
ン
で
ゲ
ー
ム
に
熱
中
す
る
人
々
の
姿
に
不
安
に
か
ら
れ
る
と
述
べ
た
理
由
が
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。他
方
、Ａ
Ｉ
や
先
端
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
人
間
の
生
命
は
ど
ん
ど

ん
延
び
て
い
く
。二
〇
六
〇
年
に
は
、女
性
の
平
均
寿
命
は
、九
十
一
歳
、現
在
の
平
均
寿
命
と
さ
れ
る
女
性
の
八
十
七
歳
の
平
均
余
命
は
七
歳
で
す
か
ら
、現
実
に「
人
生
百

年
」
時
代
は
到
来
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
さ
に
こ
の
、百
年
を
豊
か
に
生
き
る
か
、貧
し
く
生
き
る
か
は
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
心
が
け
一
つ
に
か
か
っ

て
い
る
の
で
す
。そ
こ
で
私
た
ち
は
、で
き
る
だ
け
早
い
段
階
で
、で
き
る
だ
け
豊
か
に
生
き
ら
れ
る
技
術
を
、す
な
わ
ち
ア
ー
ツ
を
手
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。 

皆
さ
ん
は
、「
多
芸
は
無
芸
」と
い
う
諺
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。英
語
で
は
、"Jack

 of all trad
es and

 m
aster of non

e."

と
表
現
さ
れ
ま
す
。一
見
、多
く
の
芸

や
学
問
に
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、一
つ
の
こ
と
を
奥
深
く
究
め
る
こ
と
を
し
な
い
の
で
、す
べ
て
中
途
半
端
に
終
わ
る
、結
局
は「
無
芸
」に
等
し
い
、「
器
用
貧
乏
」と
い
う

意
味
で
す
ね
。し
か
し
こ
の
諺
、た
し
か
に
、私
が
生
ま
れ
た
七
十
年
前
、す
な
わ
ち「
人
生
六
十
年
」の
時
代
で
あ
れ
ば
、通
用
し
た
諺
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し「
人
生
百

年
」と
呼
ば
れ
る
今
の
時
代
に
は
、む
し
ろ「
多
芸
」こ
そ
が
追
求
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。一
年
ほ
ど
前
、本
学
同
窓
会
の
招
き
で
、お
笑
い
タ
レ
ン
ト
の 

厚
切
り
ジ
ェ
イ
ソ
ン
さ
ん
が
講
演
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。彼
の
持
論
に
接
し
、私
は
と
て
も
新
鮮
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。ジ
ェ
イ
ソ
ン
さ
ん
は
、聞
き
手
に
向
か
っ
て
、一
万

人
に
一
人
の
人
間
に
な
る
に
は
ど
う
す
る
か
、と
問
い
か
け
ま
し
た
。
答
え
は
、十
人
に
一
人
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
四
つ
身
に
つ
け
れ
ば
よ
い
、と
い
う
も
の
で
す
。た
し
か
に
、  

十
分
の
一
を
四
回
掛
け
合
わ
せ
る
と
、一
万
分
の
一
に
な
り
ま
す
。で
す
が
、私
は
、皆
さ
ん
に
も
う
す
こ
し
欲
張
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。ぜ
ひ
と
も
、十
万
人
に
一
人
の
人
間
に
な

る
努
力
を
し
て
ほ
し
い
。そ
の
た
め
に
は
、ど
う
す
る
か
。十
分
の
一
を
さ
ら
に
も
う
一
回
掛
け
合
わ
せ
、こ
の
手
の
ひ
ら
の
五
本
指
の
数
と
同
じ
に
す
る
。す
る
と
、た
ち
ど
こ
ろ
に
、

十
万
人
に
一
人
が
誕
生
し
ま
す
。「
多
芸
は
無
芸
」に
対
抗
し
、私
は
、あ
え
て
新
た
な
諺
を
皆
さ
ん
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ
う
と
思
う
の
で
す
。"J

ack
 of all trad

es"

の 
 

代
わ
り
に
、"J

ack
 of five trad

es"

。で
も
、"m

aster of n
on
e."

は
、や
は
り
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
、一
つ
だ
け
、だ
れ
に
も
負
け
な
い
何
か
を
し
っ
か
り
手
に
入
れ
、長
い

年
月
を
か
け
て
磨
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。そ
こ
で
、"non

e"

の
代
わ
り
に"

on
e"

を
当
て
は
め
て
み
る
。"Jack

 of five trad
es an

d m
aster of on

e."
 

と
に
か
く
、挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。挑
戦
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、じ
つ
は「
世
界
教
養
」に
お
け
る
学
び
な
の
で
す
ね
。「
世
界
教
養
」は
、five trad

es

を 

探
り
当
て
る
宝
箱
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。七
十
二
用
意
さ
れ
た
授
業
科
目
の
な
か
か
ら
、で
き
る
だ
け
人
に
は
惑
わ
さ
れ
ず
、現
在
の
自
分
、理
想
と
す
る
自
分
を

し
っ
か
り
み
す
え
な
が
ら
、宝
く
じ
の
よ
う
に
可
能
性
の
糸
を
手
繰
り
よ
せ
て
ほ
し
い
。む
ろ
ん
、サ
ー
ク
ル
活
動
も
五
本
指
の
一
つ
と
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て

い
ず
れ
に
せ
よ
、選
ば
れ
た
五
つ
の「trad

es

」(

ト
レ
ー
ド)

が
、ま
さ
に
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
個
性
と
な
り
、十
年
後
、い
や
、早
け
れ
ば
四
年
後
に
、十
万
人
に
一
人
の
人
間

に
な
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
で
す
。 

さ
て
、私
た
ち
名
古
屋
外
国
語
大
学
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
の
学
生
た
ち
が

学
ん
で
い
ま
す
。今
日
か
ら
四
年
間
、Ｎ
Ｕ
Ｆ
Ｓ(

名
古
屋
外
国
語
大
学)

の
み
な
ら
ず
、お
隣
の
Ｎ
Ｕ
Ａ
Ｓ(

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
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
最
後
に
胸
に
刻
ん
で
お
い
て
ほ
し
い
こ
と
が
一
つ
。今
日
か
ら
、名
古
屋
外
国
語
大
学
は
、皆
さ
ん
の
人
生
に
と
っ
て
、か
け
が
え
の
な
い
伴
侶
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
つ
つ
、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
。 

 

二
〇
一
九
年
四
月
一
日 

名
古
屋
外
国
語
大
学
長 

 
 
 

亀
山 

郁
夫 


