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式
辞 

 
皆
さ
ん
、
ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
、
こ
の
歴
史
あ
る
武
蔵
学
園
大
講
堂
で
式
典
に
参
加
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
学
生
の
皆
さ
ん
、ご
父
母
の
皆
様
、関
係
者
の
方
々
に
も
、心
か
ら
お
め
で
と
う
と
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
大
講
堂
は
、日
本
最
初
の
私
立
七
年
制
高
校
で
あ
る
旧
制
武
蔵
高
等
学
校
の
一
期
生
の
卒
業
式
に
向
け
て
、

一
九
二
八
年
、
昭
和
三
年
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
で
築
九
六
年
に
な
り
ま
す
。
設
計
は
日
比
谷
公
会
堂
な

ど
を
手
が
け
た
、
当
時
を
代
表
す
る
建
築
家
で
あ
る
佐
藤
巧
一
に
よ
る
も
の
で
、
練
馬
区
に
現
存
す
る
最
も
古

い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
造
物
で
あ
る
大
学
三
号
館
と
と
も
に
、
練
馬
区
登
録
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
二
〇
二
〇
年
に
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
大
き
な
影
響
を
受
け
ま

し
た
が
、
特
に
、
こ
の
た
び
卒
業
式
を
迎
え
た
多
く
の
皆
さ
ん
の
場
合
、
入
学
式
を
迎
え
る
直
前
に
感
染
症
が
拡

大
し
始
め
、
こ
の
大
講
堂
で
行
う
予
定
で
あ
っ
た
入
学
式
は
中
止
に
な
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
動
画
配
信
も
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
授
業
の
開
始
も
５
月
に
な
り
、
や
っ
と
始
ま
っ
た
授
業
も
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
状
況
で
し
た
。 

 

入
学
し
た
の
に
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
ら
れ
な
い
、対
面
で
友
人
に
会
え
な
い
、課
外
活
動
が
思
う
よ
う
に
で
き

な
い
、授
業
の
た
め
に
終
日
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
合
う
、そ
も
そ
も
教
え
る
側
も
教
わ
る
側
も
初
め
て
の
こ
と
で
戸

惑
い
が
多
い
中
で
、大
学
生
活
を
ス
タ
ー
ト
し
た
人
も
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
卒
業
式
も
、
三
年
前
は
オ
ン
ラ
イ
ン
、
二
年
前
は
大
講
堂
で
実
施
し
ま
し
た
が
、
ご
父
母
の
皆
様
を
大
講
堂

に
お
招
き
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
昨
年
か
ら
よ
う
や
く
今
の
よ
う
な
か
た
ち
に
戻
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
度
、
池
田
学
園
長
、
矢
田
大
学
同
窓
会
会
長
、
そ
し
て
父
母
の
会
の
五
十
嵐
会

長
、
町
田
副
会
長
に
も
ご
臨
席
い
た
だ
き
、
こ
う
し
て
皆
さ
ん
と
対
面
で
、
共
に
卒
業
式
、
大
学
院
学
位
授
与
式

を
挙
行
で
き
ま
す
こ
と
は
、教
職
員
一
同
に
と
っ
て
も
望
外
の
喜
び
で
す
。 

 

さ
て
、
今
年
、
大
学
院
を
修
了
さ
れ
る
方
は
、
経
済
学
研
究
科
、
博
士
後
期
課
程
一
名
、
博
士
前
期
課
程
五
名
、

人
文
科
学
研
究
科
、博
士
前
期
課
程
八
名
で
す
。ま
た
、
学
部
の
卒
業
生
は
、経
済
学
部
三
八
五
名
、
人
文
学
部

二
五
九
名
、社
会
学
部
二
三
〇
名
で
、合
わ
せ
て
八
七
四
名
で
す
。 

 

石
原
雅
行
（
い
し
は
ら 

ま
さ
ゆ
き
）
さ
ん
、
博
士
号
の
取
得
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
石
原
さ
ん
は
、
「
二
つ
の

新
し
い
視
点
か
ら
の
検
証
」
と
い
う
題
名
で
、J-

R
e
it

の
実
証
研
究
に
関
す
る
博
士
論
文
を
執
筆
さ
れ
、
そ
の
緻

密
な
研
究
と
独
自
性
が
認
め
ら
れ
て
博
士
号
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。 

修
士
号
を
授
与
さ
れ
た
方
々
は
大
学
院
で
学
ん
だ
専
門
知
識
を
活
か
し
て
、新
し
い
世
界
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ

と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、こ
れ
以
降
は
、
こ
の
式
辞
は
、学
部
卒
業
生
の
皆
さ
ん
を
対
象
と
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、大

学
院
修
了
生
の
皆
さ
ん
は
自
ら
の
立
場
に
置
き
換
え
て
、お
聞
き
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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武
蔵
学
園
は
、
皆
さ
ん
が
在
学
中
の
二
〇
二
二
年
度
に
創
立
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
節
目
と
な
る
年
を

経
て
、
卒
業
さ
れ
る
皆
さ
ん
の
多
く
は
企
業
に
勤
め
始
め
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
大
学
院
や
専
門

学
校
で
新
た
な
学
び
を
始
め
る
人
、ま
た
こ
れ
か
ら
の
進
路
を
改
め
て
考
え
始
め
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。ど
の
よ
う
な
道
を
歩
み
始
め
て
も
、皆
様
方
は
「
武
蔵
大
学
の
同
窓
生
」
で
す
。武
蔵
大
学
卒
業
の
第

七
二
回
生
と
し
て
、学
友
と
の
友
情
の
絆
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

さ
て
、武
蔵
大
学
の
前
身
で
あ
る
旧
制
武
蔵
高
等
学
校
に
は
建
学
の
三
理
想
と
い
う
教
育
方
針
が
あ
り
ま
す
が
、

皆
さ
ん
が
卒
業
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
建
学
の
三
理
想
に
つ
い
て
改
め
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
一
は
「
東
西
文
化
融
合
の
わ
が
民
族
理
想
を
遂
行
し
得
べ
き
人
物
」
を
育
て
る
こ
と
で
す
。 

東
西
文
化
融
合
は
、古
く
は
、ひ
ら
が
な
や
か
た
か
な
の
誕
生
も
そ
う
で
す
が
、
明
治
維
新
後
、私
た
ち
は
西
洋
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
な
が
ら
、
日
本
独
自
の
文
化
や
技
術
を
作
り
出
し
て
き
ま
し
た
。 

 

固
有
の
文
化
や
技
術
を
新
し
い
文
化
や
技
術
に
融
合
す
る
能
力
は
、
明
治
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
多
く
の
外
国

人
が
認
め
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
東
西
文
化
の
融
合
は
、
平
安
時
代
や
江
戸
時
代
な
ど
海
外
か
ら
の
影
響
を
長

く
受
け
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
実
現
で
き
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
は
あ
る
意
味
、
世
界
を
一
つ
の
基
準
で
動
か
し
て
し
ま
う
、
一
つ
の
商
品
で
す
ま
せ
て
し
ま
お
う
と
す
る
恐
ろ

し
い
力
を
持
つ
も
の
で
す
。し
か
し
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
日
本
古
来
の
文
化
や
伝
統
を
ど
う
す
れ
ば
維
持
で
き

る
の
か
を
考
え
な
が
ら
、急
ピ
ッ
チ
で
進
む
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
を
生
き
抜
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

第
二
は
、「
世
界
に
雄
飛
す
る
に
耐
え
る
人
物
」
を
育
成
す
る
こ
と
で
す
。 

世
界
に
雄
飛
す
る
の
は
、
身
体
、
体
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
や
心
も
雄
飛
し
ま
す
。
日
本
は
食
料
の
６
割

以
上
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
毎
日
の
食
卓
か
ら
も
世
界
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。皆

さ
ん
が
入
学
さ
れ
た
時
の
学
長
で
あ
る
山
嵜
先
生
が
「Th

in
k
 
G

lo
b

a
lly

 
 A

c
t 

 
L

o
c
a

lly

」
と
よ
く
話
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
に
い
な
が
ら
世
界
の
中
で
生
き
て
い
く
と
い
う
考
え
に
は
私
も
強
く
共
感
し
て
い
ま
す
。 

 

第
三
は
、「
自
ら
調
べ
自
ら
考
え
る
力
あ
る
人
物
」
を
育
て
る
こ
と
で
す
。 

自
ら
調
べ
自
ら
考
え
る
は
、
正
解
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
答
え
は
自
分
で
導
き
出
さ
な
く
て
は

い
け
な
い
、そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
力
が
求
め
ら
れ
る
の
か
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

世
界
の
国
々
の
中
で
新
た
な
秩
序
が
模
索
さ
れ
始
め
、
人
工
知
能
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
技
術
が
よ
り

身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
中
で
、初
め
か
ら
正
解
が
あ
る
よ
う
な
問
い
は
益
々
少
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

正
解
が
わ
か
ら
な
い
場
面
に
遭
遇
し
た
時
、
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
の
選
択

肢
は
、行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
す
が
、
時
に
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
、や

は
り
自
ら
調
べ
、そ
し
て
自
ら
考
え
る
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 
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そ
し
て
、未
知
の
取
組
み
に
は
ど
う
し
て
も
失
敗
が
つ
き
も
の
で
す
。し
か
し
、
失
敗
は
成
功
の
反
対
に
あ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
失
敗
は
も
っ
と
成
功
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
、
成
功
の
正
反
対
に
あ
る
こ
と
は
、
「
何

も
し
な
い
こ
と
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
れ
か
ら
も
、
自
ら
調
べ
、自
ら
考
え
て
、ぜ
ひ
、未
知
の
世
界
に
も
挑
戦
し
続
け
て
く
だ
さ
い
。 

 

卒
業
式
が
終
わ
る
と
、皆
さ
ん
は
大
学
で
の
知
の
世
界
の
旅
を
終
え
て
、新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。し
か
し
、
大
学
を
卒
業
し
て
も
知
の
世
界
の
旅
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
は
大
学
生
活
の
何

倍
も
の
時
間
を
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
の
世
界
を
歩
き
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
私
か
ら
お
伝

え
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

ひ
と
つ
は
、よ
り
高
度
な
「
知
の
世
界
」
が
、皆
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
知
の
世
界
に
は
状
況
や
文
脈
に
依

存
し
な
い
も
の
と
依
存
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
状
況
や
文
脈
に
依
存
し
な
い
も
の
と
は
、
例
え
ば
熱
量
と
は
何

か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
の
か
、
も
し
く
は
数
学
の
定
理
や
物
理
の
法
則
な
ど
と
い
っ
た
誰
が
い
つ
問

い
か
け
て
も
答
え
は
同
じ
も
の
に
相
当
し
ま
す
。
一
方
、状
況
や
文
脈
に
よ
っ
て
答
え
が
変
わ
る
知
と
は
、
こ
の
特

定
の
企
業
の
経
営
を
、今
、
立
て
直
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、
東
京
都
全
体
で
も
な
い
、
そ
の
中
の
練

馬
区
で
も
な
い
、「
こ
の
」
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
っ
た
、
対
象
や
場
所
、

そ
し
て
タ
イ
ミ
ン
グ
が
異
な
る
と
、
同
じ
問
い
で
も
答
え
が
変
わ
る
も
の
で
す
。 

 

一
回
限
り
で
賞
味
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
社
会
に
出
る
と
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
皆

さ
ん
を
待
っ
て
い
ま
す
。
絶
え
ず
動
い
て
い
て
、
そ
の
都
度
、
状
況
や
文
脈
が
変
わ
る
中
で
最
善
の
判
断
を
行
い
、

行
動
を
起
こ
す
能
力
で
す
。
そ
れ
は
、
経
験
の
反
復
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
こ
う
い
う
状
況
で
は
こ
れ
で
あ
る
と

判
断
で
き
る
能
力
と
も
言
え
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践

的
な
知
に
加
え
て
、そ
こ
に
高
度
な
倫
理
観
が
加
わ
っ
た
知
を
「
フ
ロ
ネ
シ
ス
」
と
呼
び
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
は
、ぜ

ひ
倫
理
観
が
備
わ
っ
た
実
践
的
な
知
を
蓄
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

も
う
一
つ
は
、「
知
の
世
界
」
の
旅
は
一
生
終
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
学
の
第
四
代
人
文
学
長
を

務
め
た
伊
能
敬
（
い
の
う 

た
か
し
）
先
生
の
直
系
の
祖
先
で
も
あ
る
伊
能
忠
敬
（
い
の
う 

た
だ
た
か
）
が
中
心

と
な
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
日
本
全
土
の
実
測
地
図
は
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
伊
能
忠
敬
が
測
量
技
術
を

本
格
的
に
学
び
始
め
た
の
は
、
家
督
を
長
男
に
譲
っ
た
五
十
歳
の
時
、
初
め
て
の
測
量
の
た
め
に
蝦
夷
地
に
旅
立

っ
た
の
は
五
五
歳
の
時
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
五
十
代
で
亡
く
な
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、今
の
感
覚
で
は
、七
十
歳
く
ら
い
か
ら
新
た
な
学
び
を
始
め
た
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

皆
さ
ま
か
ら
見
て
、
右
の
壁
面
、
そ
し
て
左
の
壁
面
に
か
け
て
、
旧
制
高
校
の
歴
代
校
長
、
大
学
開
学
後
の
歴
代

学
園
長
の
肖
像
画
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
右
前
方
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
一
番
奥
に
初
代
校
長
一
木
喜
徳
郎

（
い
っ
き
・
き
と
く
ろ
う
）
の
肖
像
画
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
隣
、
そ
の
手
前
に
あ
る
肖
像
画
は
第
二
代
校
長
で
あ

る
山
川
健
次
郎
の
も
の
で
す
。 
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ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、山
川
健
次
郎
は
、
福
島
の
会
津
藩
士
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、

幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
起
き
た
会
津
戦
争
の
時
に
は
十
代
の
少
年
と
し
て
戦
火
の
中
を
生
き
抜
き
ま
し
た
。
そ

の
後
海
外
留
学
を
経
て
、
学
問
の
世
界
に
入
り
、
東
京
帝
国
大
学
や
京
都
帝
国
大
学
の
総
長
を
経
て
、
旧
制
武

蔵
高
等
学
校
の
第
二
代
校
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
山
川
健
次
郎
は
す
で
に
七
〇
歳
を
超
え
て
お

り
ま
し
た
。 

 

大
学
を
卒
業
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
知
の
世
界
」
と
の
縁
が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
人
に
な
っ
た

後
は
、大
学
時
代
と
は
異
な
る
学
び
の
形
を
自
分
な
り
に
作
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
。 

 

最
後
に
、
私
も
四
十
年
以
上
も
前
に
な
り
ま
す
が
、
多
く
の
皆
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
大
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
企

業
に
就
職
し
、し
ば
ら
く
働
い
て
い
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
が
学
ん
だ
こ
と
の
一
つ
は
、
組
織
に
し
て
も

地
域
に
し
て
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
全
体
の
仕
事
は
四
角
い
か
た
ち
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
の
一
方
で
、
地
域
の
人
や
組
織
に
働
い
て
い
る
人
に
本
来
、も
し
く
は
最
低
限
、割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
義
務
や

仕
事
の
形
は
丸
で
す
。
想
像
し
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に
丸
で
四
角
は
埋
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
す
き
間
が
必
ず

残
り
ま
す
。
こ
の
す
き
間
は
誰
か
が
埋
め
な
け
れ
ば
地
域
に
し
て
も
組
織
に
し
て
も
正
常
に
機
能
し
ま
せ
ん
。私

は
、皆
さ
ん
に
は
、
丸
で
埋
め
ら
れ
な
い
役
割
や
仕
事
を
率
先
し
て
行
う
社
会
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
損
得
勘
定
抜
き
で
他
者
に
尽
く
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
は
自

分
の
た
め
に
頑
張
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
が
、他
者
の
た
め
で
あ
れ
ば
そ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
武
蔵
学
園
は
、
創
立
者
で
あ
る
根
津
嘉
一
郎
の
そ
の
よ
う
な
精
神
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

ぜ
ひ
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

倫
理
観
が
備
わ
っ
た
実
践
的
な
知
を
蓄
え
、
い
つ
ま
で
も
知
の
探
究
を
続
け
、
組
織
や
地
域
の
中
で
丸
い
ま
ま
で

と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、こ
の
変
化
の
激
し
い
社
会
を
生
き
抜
い
て
下
さ
い
。 

 

皆
さ
ん
、ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
武
蔵
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
ら
、い
つ
で
も
キ
ャ
ン
パ
ス

を
訪
ね
て
下
さ
い
。 

 

以
上
を
も
っ
て
私
か
ら
の
卒
業
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
た
し
ま
す
。 

 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日  

武
蔵
大
学
長 

高
橋
徳
行 


