
、

ー
ー

紹
「
同
志
社
大
学
」

風
を
育
て
、
約
十
万
の
半
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場

所
で
、
同
志
社
人
と
し
て
、
欠
を
愛
し
人
を
愛
す

る
川
志
社
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
悠
々
と
守
り
統
け
て
い

る

1
国
の
良
心
を
育
て
る
ー

(
毎
日
新
聞
社
・
大
学
シ
リ
ー
ズ

B
5
判
・
一
八
円
頁
・
-
0
0
0
円
)

国
に
個
性
の
あ
る
ご
と
く
、
大
学
に
も
独
凹
の

個
性
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
世
に
存
在
の
価
値
を

問
う
こ
と
が
で
き
る
。
学
園
の
個
性
は
永
い
歴
史

に
築
か
れ
、
し
か
も
日
に
斬
た
に
自
己
を
改
造
す

る
生
命
の
躍
動
を
続
け
得
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
同

喜
は
国
の
良
心
と
し
て
類
い
ま
れ
な
熱
血
の

人
、
新
島
突
先
生
の
至
誠
を
士
台
と
し
て
、
東
の

慶
応
・
早
稲
田
上
は
ま
姦
っ
た
内
上
独
立
の
学

い
ま
激
変
す
る
社
会
に
棹
さ
し
て
、
わ
禽
数

多
く
の
火
学
は
、
と
も
す
れ
ば
独
自
の
気
風
を
養

う
こ
と
を
忘
れ
、
殊
に
琵
の
大
学
紛
争
に
ょ
っ

て
、
個
性
喪
失
か
独
創
躍
進
か
の
重
大
分
岐
点
に

立
九
し
め
ら
れ
て
い
る
。
同
志
社
大
学
も
ま
た
、

こ
の
き
び
し
い
問
い
の
前
に
立
っ
て
、
明
確
な
決

断
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
と
き
、
「
国
の
良
心
を
育
て
る
」
の
副
題

を
も
つ
こ
の
新
書
が
、
毎
日
新
聞
社
か
ら
発
刊
せ

ら
れ
た
こ
と
を
、
と
り
わ
け
意
義
深
く
思
、
つ
。
そ

れ
は
、
過
去
よ
り
現
在
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
の
懐

し
み
親
し
ま
れ
る
写
真
集
と
と
も
に
、
住
谷
悦
治

総
k
、
秦
孝
治
郎
理
事
長
を
は
じ
め
、
学
園
に
か

か
わ
り
深
い
諸
氏
の
同
志
社
論
を
掲
げ
、
同
志
社

の
側
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

同
志
社
に
は
九
十
六
年
の
歴
史
が
あ
る
。
学
園

に
危
機
の
襲
う
ご
と
に
、
私
た
ち
は
そ
の
伝
統
を

顧
み
、
そ
の
歴
史
の
諜
は
、
私
た
ち
を
勇
気
づ

け
て
未
来
に
立
ち
向
わ
せ
る
。
総
長
は
じ
め
諸
氏

の
文
章
に
は
、
こ
の
歴
史
に
深
く
根
差
し
た
責
仟

感
と
自
信
と
が
底
光
り
し
て
、
い
ま
紛
争
を
乘
り

越
え
て
前
進
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
に
大
き
な
励

ま
し
を
与
え
る
。

秦
理
事
長
の
文
章
は
、
「
過
去
か
ら
未
来
へ
の

ビ
ジ
ョ
ン
」
。
い
ま
の
同
志
社
に
最
も
必
要
な
こ

と
は
、
幾
百
の
大
学
群
の
な
か
に
平
準
化
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
同
志
社
教
育
独
特
の
ピ
ジ
.
ン
を
高

く
掲
げ
て
、
ま
こ
と
「
同
志
社
」
の
名
に
ふ
さ
わ

し
く
、
教
職
員
・
学
生
・
校
友
、
と
も
に
同
志
相

携
え
て
、
大
学
改
革
の
先
頭
に
立
っ
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
害
を
播
き
な
が
ら
、
私
た
ち
は

あ
と
数
年
で
迎
え
る
創
立
百
周
年
を
譽
す
る
た

め
の
大
事
業
の
、
何
九
る
べ
き
か
を
真
剣
に
考
え

よ
う
で
は
な
い
か
。

同
志
社
内
輪
の
出
版
で
は
な
く
、
毎
日
新
聞
社

の
下
で
企
画
さ
れ
、
一
臓
ひ
ろ
く
世
の
読
者
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
の
を
悦
び
と
し
た
い
。

(
大
学
交
学
怒
整
・
田
慾
一
郎
)

詩
集
「
海
辺
の
地
方
か
ら
」

森
田
進
著

(
昭
森
社
・
B
6
判
一
0
六
頁
・
六
0
0
円
)
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著
者
は
一
九
六
四
年
恩
社
大
学
(
美
学
)
を

卒
業
、
続
い
て
早
稲
田
大
学
(
国
文
学
)
卒
業

後
、
梅
光
女
学
院
の
教
師
と
な
り
、
後
、
東
南
ア

ジ
ア
を
旅
し
、
現
在
四
国
学
院
大
学
専
任
講
師
で

あ
る
。
同
志
社
大
学
在
学
中
ア
ー
モ
ス
ト
館
の
寮

生
で
あ
っ
九
。
だ
か
ら
こ
の
人
も
ま
九
同
志
社
が

生
ん
だ
若
い
詩
人
の
一
人
で
あ
る
。

は
や
く
か
ら
詩
筆
を
執
っ
て
い
た
が
、
こ
の
た

び
過
去
十
年
問
の
作
品
中
か
ら
、
自
分
に
「
愛
怡

深
い
作
品
ぱ
か
り
を
集
め
」
て
処
女
詩
集
を
出
版

し
ナお

さ
め
る
と
こ
ろ
三
十
五
篇
、
佳
品
に
み
ち
て

い
る
0
 
読
み
了
る
と
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的

反
戦
平
和
主
義
と
、
脱
体
制
と
の
相
反
性
が
共
存

統
合
を
求
め
て
あ
が
く
姿
が
目
に
浮
ぷ
。
彼
は
戦

争
を
呪
い
、
民
族
の
解
放
を
願
い
、
人
類
の
簾

を
希
求
す
る
。

「
向
日
葵
」
は
す
ぐ
れ
た
反
戦
詩
の
一
つ
。
そ

し
て
戦
争
の
悲
惨
は
「
青
春
」
の
中
で
も
<
き
の

う
/
村
人
は
狩
り
出
さ
れ
た
/
ひ
ね
も
す
壕
を
掘

ら
さ
れ
銃
の
撃
ち
方
を
教
え
ら
れ
た
/
き
ょ
う
へ

リ
コ
プ
タ
ー
が
翔
び
お
り
た
/
い
つ
も
の
よ
う
に

/
泥
水
か
ら
/
引
き
上
げ
ら
れ
た
屍
体
は
ぽ
ろ
ぽ

ろ
/
胸
に
弾
痕
/
そ
こ
に
蝶
は
翅
を
休
め
て
い

た
>
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
<
あ
あ
今
/
ク
メ

ー
ル
の
血
は
石
の
中
か
ら
に
じ
み
出
る
>
の
「
石

の
廃
埴
」
に
は
民
族
の
解
放
が
歌
わ
れ
、
「
韓
国

学
生
梁
勝
将
に
与
え
る
詩
」
に
は
超
民
族
的
器

感
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

詩
人
の
こ
う
い
っ
た
心
は
キ
リ
ス
ト
教
的
仁
仰

の
基
解
の
上
に
あ
る
。
伝
仰
へ
の
迫
害
と
そ
れ
に

対
す
る
永
遠
の
抗
告
を
「
天
草
」
で
実
感
さ
せ

る
。
「
私
」
に
お
い
て
死
の
彼
方
を
み
つ
め
る
彼

復
活
宿
じ
る
。
<
こ
ん
な
に
し
ず
か
な
夜

/
時
が
み
ち
て
/
す
て
ら
れ
た
ひ
と
び
と
の
涙
か

ら
/
あ
た
ら
し
い
メ
シ
ア
が
生
れ
る
の
で
す
>
と

歌
う
「
聖
夜
」
や
、
<
敗
北
が
安
っ
ぽ
い
美
学
を

拒
否
し
き
っ
た
時
に
/
ひ
と
は
生
き
る
の
だ
>
の

「
弔
辞
」
や
次
の
「
葬
送
」
の
中
に
そ
れ
が
激
し

く
ゆ
ら
め
い
て
い
る
0

九
が
彼
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
自
己
否
定
の
後

活
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
自
己
否
定
の
復
活
と
が
ど

一
か
で
重
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
後
者
が

彼
に
伝
統
ま
た
は
体
制
か
ら
の
脱
出
を
は
か
ら
せ

る
。
こ
う
し
て
日
常
性
を
否
定
し
た
日
常
枇
を

「
序
列
」
で
歌
い
、
「
岸
壁
か
ら
の
報
告
」
で
<
し

き
り
に
脱
出
を
企
て
>
つ
っ
、
「
赤
松
の
丘
」
に

主
っ
て
<
ぽ
く
は
松
林
に
背
を
向
け
て
/
旅
立
っ

は
、

こ
と
に
し
ま
し
た
>
と
ハ
ッ
キ
リ
体
制
的
習
慣
か

ら
の
雜
別
念
向
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
ま
た
し
て
も
お
ち
い
る
の
は
「
出

発
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
<
ぽ
く
は
出
発
す
る

/
支
持
さ
れ
な
い
ま
ま
に
/
裏
切
り
の
レ
ッ
テ
ル

を
貼
ら
れ
/
敵
か
ら
は
敵
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
>
と
い
う
<
孤
独
陣
営
>
で
あ
る
。
所
詮
は
自

ら
の
中
で
の
背
信
と
復
帰
の
反
復
に
苦
脳
し
、

<
よ
り
鋭
い
視
点
を
据
え
る
と
決
断
は
ま
す
ま
す

遠
く
な
り
/
行
動
は
む
な
し
い
紫
陽
花
と
な
り
>

「
視
点
」
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
一
っ
の
新
し
い

神
話
の
世
界
に
生
き
る
意
義
を
ひ
た
す
ら
願
望
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

多
様
き
わ
ま
り
な
い
こ
の
現
実
に
お
い
て
、
流

動
の
中
に
不
動
を
、
雑
多
の
中
に
統
一
を
つ
か
み

出
す
こ
と
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
な
い
、
そ
れ
で

い
て
捉
え
る
に
捉
え
が
た
く
て
、
危
う
く
押
し
流

さ
れ
よ
う
と
す
る
あ
が
き
こ
そ
は
現
代
相
の
一
面

で
あ
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
集
の
中
に
は
、
そ
う

い
っ
た
現
代
人
の
妥
嫌
が
よ
く
歌
わ
れ
、
ま
さ
ー

若
い
世
代
か
ら
4
れ
る
日
本
現
代
詩
の
特
徴
を
よ

く
備
え
て
い
る
。
総
じ
て
詩
的
感
覚
に
富
み
、
思

想
の
映
像
化
に
す
ぐ
れ
、
比
喩
と
象
徴
も
見
事
な

好
詩
集
で
あ
る
。
(
大
讐
学
沸
教
授
・
児
玉
実
翅
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