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卒
業
式
・
入
学
式
の
こ
ろ
に
な

る
と
国
際
文
化
会
館
の
庭

に
、
緋ひ

毛も
う

氈せ
ん

が
敷
か
れ
た
長
椅
子
が

置
か
れ
る
。
活
字
に
疲
れ
て
図
書
室

を
出
て
く
る
と
、
そ
の
長
椅
子
に
坐

り
、
庭
園
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
る
の

が
好
き
だ
。
抹
茶
は
苦
手
な
の
で
、
ウ

エ
イ
タ
ー
に
コ
ー
ヒ
ー
を
註
文
す
る
。

新
芽
が
吹
き
出
し
た
木
々
は
、
緑

色
の
濃
淡
と
な
っ
た
縞
模
様
の
小
枝

を
、
春
風
に
揺
ら
す
。
こ
の
お
庭
は

そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
の
だ
が
、
起
伏

に
富
ん
だ
土
地
に
絶
妙
の
配
置
で

木
々
が
植
え
ら
れ
て
あ
り
、
ず
っ
と

眺
め
て
い
て
も
少
し
も
飽
き
な
い
。

疲
れ
た
眼
が
、
少
し
ず
つ
回
復
し
て

い
く
の
を
感
じ
る
。

国
際
文
化
会
館
は
東
京
・
六
本
木
に

あ
る
。
六
本
木
の
交
差
点
か
ら
外
苑
東

通
り
を
飯
倉
方
向
に
向
か
い
、
白
い
ロ

ア・
ビ
ル
の
先
に
あ
る
細
い
道（
鳥
居

坂
）を
右
折
す
れ
ば
、
歩
い
て
３
分
ほ

ど
の
と
こ
ろ
だ
。
で
も
、
六
本
木
の

喧
騒
は
、
こ
の
お
庭
ま
で
届
か
な
い
。

つ
い
で
だ
け
れ
ど
、
鳥
居
坂
の
一

本
西
側
の
道
は
芋
洗
坂
で
、
一
本
東

側
が
於お

多た

福ふ
く

坂ざ
か

と
呼
ば
れ
る
。
通
り

の
名
に
も
、
江
戸
期
の
名
残
が
色
濃

く
残
っ
た
一
帯
だ
。

幕
末
の
こ
ろ
多
度
津
藩
主
京
極
壱

岐
守
の
江
戸
屋
敷
だ
っ
た
場
所
に
、国

際
文
化
会
館
は
あ
る
。
壱
岐
守
の
江

戸
屋
敷
は
、
明
治
初
期
に
井
上
馨か

お
る

侯

爵
家
に
譲
ら
れ
、そ
の
後
、久
邇
宮
、

赤
星
鉄
馬
、
岩
崎
小
弥
太
と
所
有
者

が
変
わ
っ
た
。
香
淳
皇
后
は
、こ
こ
で

生
ま
れ
て
い
る
。
敗
戦
後
国
有
地
と

な
っ
て
い
た
も
の
が
払
い
下
げ
ら
れ
、

国
際
文
化
会
館
が
建
て
ら
れ
た
。

わ
た
し
の
よ
う
に
、
日
本
近
代
史

を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
綺
羅

星
の
よ
う
な
名
前
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
並

ぶ
。
歴
史
は
断
絶
を
拒
み
、
連
綿
と

続
い
て
い
る
。

現
在
の
お
庭
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
く

な
く
て
、
昭
和
５
年（
１
９
３
０
年
）

の
造
成
だ
。
岩
崎
小
弥
太
が
、
京
都

の
名
造
園
家
「
植
治

う
え
　
じ

」
こ
と
７
代
目

小
川
治
兵
衛

じ

へ

え

に
依
頼
し
て
つ
く
ら
れ

た
も
の
だ
、
と
会
館
の
説
明
書
に
は

あ
っ
た
。
桃
山
期
そ
し
て
江
戸
初
期

の
庭
園
を
復
元
し
た
ら
し
い
。

春
は
花
見
、
夏
は
夕
涼
み
、
秋
は

紅
葉
、
冬
は
雪
見
。

移
ろ
い
ゆ
く
四
季
に
、
こ
の
お
庭

は
、
ぴ
っ
た
り
と
、
そ
し
て
時
に
は

厳
粛
に
呼
応
す
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、

わ
た
し
は
そ
の
す
べ
て
の
時
季
に
こ

の
お
庭
を
楽
し
ん
で
い
る
。

会
館
の
ホ
ー
ル
で
結
婚
式
で
も
あ

っ
た
の
か
、
ま
る
で
日
曜
日
に
教
会

に
行
く
か
の
よ
う
に
盛
装
し
た
子
ど

も
た
ち
が
、
芝
生
の
上
を
駆
け
回
っ

て
い
た
。
静
寂
は
破
ら
れ
て
も
、
駆

け
回
る
子
ど
も
た
ち
は
風
景
に
溶
け

込
み
、
そ
れ
が
ち
っ
と
も
不
快
に
感

じ
ら
れ
な
い
。

風
に
舞
っ
た
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
花

び
ら
が
、コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
中
に
落

ち
た
。
浮
い
て
い
る
花
弁
を
ス
プ
ー

ン
で
除
く
と
、
わ
た
し
は
コ
ー
ヒ
ー

を
口
に
含
ん
だ
。a
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