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本
日
、入
学
式
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
新
入
生
の
皆
さ
ん
、大
学
院
へ
進
学
さ
れ
た
皆
さ
ん
、

は
る
ば
る
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
未

だ
に
収
束
し
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、
残
念
な
が
ら
、
分
散
し
て
の

寂
し
い
入
学
式
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
長
崎
総
合
科
学
大
学
の
教
職
員
一
同
、
心
か

ら
歓
迎
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
今
日
ま
で
皆
さ
ん
方
を
物
心
両
面
か
ら
支
え
、
励
ま
し
、
見

守
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
ご
家
族
の
皆
様
の
お
喜
び
は
い
か
ば
か
り
か
と
思
い
ま
す
。心
か
ら

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

皆
さ
ん
、
よ
く
ぞ
長
崎
総
合
科
学
大
学
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
は
、
八
十
年
の
歴
史

を
誇
る
理
工
系
の
小
さ
な
規
模
の
私
立
大
学
で
す
。
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
を
大
事
に
し
、
皆

さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
い
、
丁
寧
で
き
め
細
か
い
指
導
を
行
い
、
人
間
的
に
も
信
頼
さ

れ
る
立
派
な
人
材
に
育
て
上
げ
て
、
社
会
に
送
り
出
す
こ
と
を
約
束
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

本
学
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
、
学
び
の
機
会
と
質
を
保
障
す
る
た
め
に
、
休
校

す
る
こ
と
も
な
く
、
対
面
授
業
を
主
体
と
し
つ
つ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
も
活
用
し
た
授
業
を
続
け
て

き
て
、
先
日
の
卒
業
式
で
学
部
一
六
九
名
、
大
学
院
十
三
名
の
卒
業
生
を
社
会
に
送
り
出
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

長
崎
総
合
科
学
大
学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
起
源
は
、
一
九
四
三
年
（
昭
和

十
八
年
）
の
、
川
南
高
等
造
船
学
校
の
長
崎
港
外
・
香
焼
島
で
の
開
校
ま
で
さ
か
の
ぽ
り
ま

す
。
戦
後
、
設
置
母
体
の
川
南
造
船
の
倒
産
等
に
よ
り
一
時
は
廃
校
の
危
機
を
迎
え
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
危
機
的
状
況
の
と
き
、
学
生
た
ち
自
身
が
自
主
的
に
立
ち
上
が
っ
て

復
興
運
動
を
起
こ
し
、
そ
の
学
生
た
ち
と
教
職
員
の
一
丸
と
な
っ
た
努
力
に
よ
っ
て
、
見
事

に
復
興
を
果
た
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
十
年
）
に
、
長
崎
造
船
大
学
へ
と
県
内
で
は
初
め
て
の

私
立
大
学
と
し
て
大
学
に
昇
格
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
十
三
年
）
に

長
崎
総
合
科
学
大
学
と
改
称
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
改
革
を
重
ね
て
、
現
在
は
、
工
学
部

と
総
合
情
報
学
部
の
二
学
部
二
学
科
八
コ
ー
ス
、
大
学
院
工
学
研
究
科
、
並
び
に
別
科
日
本

語
研
修
課
程
を
設
置
す
る
大
学
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
廃
校
の
危
機
に
直
面
し
た
時
、
皆
さ
ん
方
の
先
輩
た
ち
自
ら
が
、
自
主
的

に
立
ち
上
が
っ
て
本
学
を
復
興
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
、
本
学
の
今
が
あ
り
ま
す
。 

本
学
は
、
皆
さ
ん
た
ち
学
生
が
主
役
を
担
う
、
他
の
大
学
に
な
い
素
晴
ら
し
い
歴
史
と
伝

統
を
持
っ
た
大
学
で
す
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
、
誇
り
に
思
っ
て
く
だ
さ
い
。 

「
伝
統
と
は
、
革
新
の
連
続
の
結
果
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
方
学
生

と
私
た
ち
教
職
員
が
力
を
あ
わ
せ
て
、
更
な
る
大
学
の
改
革
を
進
め
、
新
し
い
長
崎
総
合
科

学
大
学
の
伝
統
、
歴
史
を
築
き
あ
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 



本
学
に
は
、
教
育
の
根
幹
を
な
す
「
建
学
の
精
神
」
と
「
大
学
の
理
念
」
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。「
建
学
の
精
神
」
は
、「
自
律
自
彊
（
じ
り
つ
じ
き
ょ
う
）」「
実
学
実
践
（
じ
つ
が

く
じ
っ
せ
ん
）」「
創
意
創
新
（
そ
う
い
そ
う
し
ん
）」「
宇
内
和
親
（
う
だ
い
わ
し
ん
）」
の

四
つ
の
四
字
成
語
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
自
律
自
彊
」
と
は
、
自
ら
努
力
し
、
励
ん

で
、
自
分
自
身
を
高
め
、
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
、「
実
学
実
践
」
と
は
、
社
会
の
役
に
立

つ
技
術
を
開
発
・
実
行
で
き
る
実
践
的
な
人
材
、「
創
意
創
新
」
と
は
、
常
に
先
進
的
て
独

創
的
な
技
術
を
開
発
し
て
、社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
新
し
い
も
の
を
作
り
出
す
開
発
力
を

有
す
る
人
材
、「
宇
内
和
親
」
と
は
、
常
に
物
事
を
世
界
的
視
野
で
考
え
、
人
類
の
和
平
を

育
む
人
材
に
な
る
こ
と
で
す
。 

「
大
学
の
理
念
」
は
、「
人
類
愛
の
存
す
る
と
こ
ろ
技
術
へ
の
愛
も
ま
た
存
す
る
」
と
掲

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
先
哲
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
で
す
。 

そ
の
意
味
は
、
科
学
技
術
は
、
人
類
の
幸
福
と
平
和
の
発
展
の
た
め
に
役
立
て
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
。
日
々
の
学
び
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
精
神
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
学
び
の
羅
針

盤
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

と
こ
ろ
で
、
社
会
は
今
、
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
人
、
モ
ノ
、
情
報

が
世
界
を
駆
け
巡
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
が
急
速

に
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
社
会
の
変
化
は
、
全
体
と
し
て
は
、
人
々
の
生
活
を
便
利
で
豊
か

に
す
る
一
方
、
格
差
の
広
が
り
や
社
会
の
分
断
を
生
み
、
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
い
人
を
置

き
去
り
に
し
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
と
し
て
、自
国
第
一
主
義
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
、

超
大
国
に
よ
る
覇
権
争
い
な
ど
、国
内
外
の
情
勢
が
先
行
き
不
透
明
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。
特
に
、
こ
の
ほ
ど
発
生
し
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
世
界
的
危
機
で
す
。
こ
れ
ら
の
動
き
の
根
底
に
は
、
自
己
中
心
的
な
考
え
方
が
世

界
的
流
れ
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
未
だ
に
終
息
の
気

配
が
み
ら
れ
な
い
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
世
界
的
広
が
り
は
、こ
の
よ
う
な

社
会
の
変
化
を
ま
す
ま
す
加
速
し
て
い
ま
す
。
Ｎ
ｅ
ｗ 

Ｎ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｌ
と
表
現
さ
れ
、
人

と
人
の
接
触
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
変
容
し
た
生
活
様
式
の
な
か
で
、ど

の
よ
う
に
行
動
し
て
い
く
の
か
、
大
き
な
課
題
が
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
課
題
に
対
処
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
思
い
や
り
の
心
」
だ
と
思
い
ま
す
。
相
手
を

尊
重
し
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
モ
ノ
を
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

大
学
で
の
教
育
は
、「
何
を
教
え
た
か
」
か
ら
「
何
を
学
び
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
か
」
と
い
う
学
修
者
本
位
の
教
育
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
な

た
た
ち
学
生
も
、「
何
を
学
び
、
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
か
」
し
っ
か
り
考
え
、
確

か
な
目
標
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。目
標
が
定
ま
れ
ば
、や
る
べ
き
こ
と
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
大
学
で
学
ぶ
こ
と
は
、
単
に
新
し
い
知
識
や
技
術
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幅
広

く
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
教
養
を
身
に
付
け
、
人
間
形
成
に
努
め
る
こ
と
も
大
切
で
す
。 

こ
の
四
月
か
ら
、
成
年
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
法
律
上
も
、
大
人
と
し
て
行
動
す
る
こ



と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
自
分
の
考
え
で
行
動
し
、
そ
の
行
動
に
責
任
を
持
つ

と
い
う
こ
と
で
す
。
責
任
を
持
つ
限
り
自
由
で
あ
り
、
主
体
的
、
自
主
的
に
、
勉
学
、
課
外

活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
に
精
い
っ
ぱ
い
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、そ
れ
ら
の
大
学
で
の
行
動
の
中
で
、志
を
同
じ
に
す
る
友
人
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
。

学
生
時
代
に
切
磋
琢
磨
し
あ
っ
た
友
人
は
、
生
涯
の
友
に
な
り
ま
す
。 

皆
さ
ん
の
前
途
を
祝
福
し
、有
意
義
で
充
実
し
た
楽
し
い
大
学
生
活
を
送
ら
れ
ん
こ
と
を

祈
念
し
て
、
式
辞
と
い
た
し
ま
す
。 
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