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だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
相
対
的
な
物
事
の
中
か
ら
、
よ

り
大
切
な
も
の
を
優
先
す
る
と
い
う
公
智
こ
そ
、

人
の
身
に
付
け
る
べ
き
最
も
大
切
な
知
性
で
あ

る
と
、
福
澤
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
そ
の
公
智
を
働
か
せ
る
基
に
な
る
の
が
、

次
に
述
べ
る
「
実
学
」
で
す
。

　「
実
学
」
と
い
う
の
は
実
際
の
役
に
立
つ
学

問
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
先
生
に
と
っ

て
そ
れ
は
科
学
の
こ
と
で
し
た
。
先
生
は
『
慶

應
義
塾
紀
事
』
と
い
う
本
の
中
で
「
本
塾
の
主

義
は
和
漢
の
古
学
流
に
反
し
、
仮
令
ひ
文
を
談

ず
る
に
も
世
事
を
語
る
に
も
西
洋
の
実サ
イ
ヤ
ン
ス学

を
根

拠
と
す
る
」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
実
学
と

い
う
言
葉
に
、
サ
イ
ヤ
ン
ス
と
ル
ビ
を
振
っ
て

お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
昔
だ
れ
か
偉
い
人
の
言
っ
た
こ
と
を

金
科
玉
条
の
よ
う
に
覚
え
る
古
学
流
で
は
な
く
、

物
事
を
ま
ず
虚
心
坦
懐
に
見
て
、
科
学
的
に
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
生
は
そ
の
科
学

の
基
本
は
疑
問
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り

「
疑
う
こ
と
」
で
あ
り
、
多
く
の
真
理
は
「
疑

う
こ
と
」
を
出
発
点
と
し
て
得
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
天

文
な
ど
は
そ
の
よ
い
例
で
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
天
体
望
遠
鏡
の
技
術
進
歩
な
ど
に
よ
り
、

天
体
の
動
き
を
よ
り
正
確
に
観
測
で
き
る
よ
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
お
お
や
け
の
ち
」
と
書

く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
智
と
い
う
字
は
知
る

と
い
う
字
の
下
に
日
と
書
く
智
で
す
。
福
澤
先

生
は
こ
れ
を
先
生
の
主
著
で
あ
る
『
文
明
論
之

概
略
』
に
お
い
て
、「
人
事
の
軽
重
大
小
を
分

別
し
、
軽
小
を
後
に
し
て
重
大
を
先
に
し
、
そ

の
時
節
と
場
所
と
を
察
す
る
の
働
き
を
公
智
と

云
う
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
持

っ
て
い
る
知
識
や
分
析
力
を
総
動
員
し
て
、
そ

の
時
々
の
社
会
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
、
よ
り

大
切
な
こ
と
は
何
か
を
判
断
す
る
力
で
す
。

　
世
の
中
に
大
切
な
も
の
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、

大
切
さ
に
は
違
い
が
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
相
対
的
な
大
切
さ
も
時
と
場

所
に
よ
り
ま
す
。
先
生
は
こ
の
こ
と
を
『
文
明

論
之
概
略
』
の
冒
頭
で
、
ま
ず
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　
例
え
ば
当
時
の
日
本
で
は
、
廃
藩
置
県
に
よ

っ
て
大
名
や
藩
士
は
困
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
政
府
が
闇
雲
に
大
名
藩
士
を
困
ら
せ
よ

う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
国
と
諸
藩
と

を
比
べ
れ
ば
、
日
本
国
は
重
く
諸
藩
は
軽
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま

す
。
封
建
の
制
度
を
倒
し
て
近
代
の
日
本
を
作

っ
た
の
は
、
封
建
が
絶
対
的
に
悪
い
か
ら
で
も
、

近
代
が
絶
対
的
に
良
い
か
ら
で
も
な
く
、
そ
の

時
の
日
本
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
封
建
よ
り

も
近
代
を
選
ぶ
方
が
良
い
と
い
う
相
対
的
判
断

　
新
入
生
の
皆
さ
ん
ご
入
学
誠
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
慶
應
義
塾
を
代
表
し
て
皆
さ
ん

の
入
学
を
お
祝
い
致
し
ま
す
。
ま
た
新
入
生
の

ご
家
族
・
関
係
者
の
皆
様
に
も
心
よ
り
お
慶
び

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
慶
應
義
塾
で
は
学
生
を
「
塾
生
」、
卒
業
生

を
「
塾
員
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
ま
す
。
き
ょ

う
こ
の
会
場
に
は
、
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
50
年
前

の
１
９
６
７
年
に
慶
應
義
塾
大
学
を
卒
業
さ
れ

た
塾
員
の
方
々
が
、
新
入
生
の
入
学
を
お
祝
い

す
る
た
め
に
、
全
国
各
地
か
ら
駆
け
つ
け
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
誠
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
新
入
生
と
共
に
、
御
礼
申
し
上
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
私
た
ち
は
今
、
大
き
な
変
化
の
時
代
を

生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
地
球
温
暖
化
や
少
子

高
齢
化
と
い
っ
た
、
私
た
ち
の
住
む
地
球
や
社

会
の
持
続
可
能
性
そ
の
も
の
を
問
う
よ
う
な
変

化
で
す
。
そ
う
し
た
大
き
な
変
化
の
時
代
に
、

慶
應
義
塾
大
学
に
お
い
て
、
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
身

に
付
け
て
頂
き
た
い
こ
と
を
、
や
は
り
大
き
な

変
化
の
時
代
を
生
き
た
、
慶
應
義
塾
の
創
立
者

福
澤
諭
吉
、
福
澤
先
生
の
言
葉
に
拠
っ
て
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
お
話
し
し
た
い
の
は
「
公
智
」
と
い
う

塾
長
　清
家
篤
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入
生
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
留
学
生
も
お
ら
れ

ま
す
の
で
、
最
後
に
短
く
英
語
に
よ
る
式
辞
も

申
し
上
げ
ま
す
。

析
し
、
将
来
の
た
め
に
何
が
最
も
良
い
か
を
考

え
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
先
生
は
こ
こ
で
「
学
者
」
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
お
よ
そ
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
よ
う

な
、
実
学
に
も
と
づ
い
て
公
智
を
働
か
せ
る
こ

と
の
で
き
る
知
性
を
持
つ
者
は
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
は
周
囲
に
流
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
将
来
を
見
据
え
る
視
点
を
持
つ
こ

と
が
重
要
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
実

際
、
福
澤
先
生
は
周
囲
が
右
往
左
往
し
て
い
る

よ
う
な
と
き
に
も
、
冷
静
に
将
来
を
見
据
え
て

お
ら
れ
た
方
で
し
た
。
そ
の
象
徴
的
な
出
来
事

が
、
幕
末
の
動
乱
の
中
で
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経

済
書
を
講
義
し
続
け
た
故
事
で
す
。

　
先
生
は
慶
応
４
（
１
８
６
８
）
年
５
月
15
日
、

上
野
の
山
で
彰
義
隊
と
官
軍
が
戦
火
を
交
え
た

と
き
に
も
、
上
野
の
山
か
ら
当
時
慶
應
義
塾
の

あ
っ
た
芝
新
銭
座
ま
で
大
砲
の
弾
は
届
か
な
い

の
だ
か
ら
と
、
う
ろ
た
え
て
避
難
す
る
近
隣
の

人
々
を
尻
目
に
、
18
人
の
塾
生
を
励
ま
し
て
ウ

ェ
ー
ラ
ン
ド
の
経
済
書
の
講
義
を
続
け
ら
れ
ま

し
た
。
維
新
後
の
日
本
の
た
め
に
今
は
し
っ
か

り
勉
強
す
る
こ
と
こ
そ
大
切
だ
と
考
え
ら
れ
た

わ
け
で
、
時
流
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
冷
静

な
福
澤
先
生
の
、
面
目
躍
如
た
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

だ
と
思
い
ま
す
。

　
奴
雁
の
視
点
を
持
っ
て
、
実
学
に
も
と
づ
き
、

皆
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
大
学
生
活
が
、
実
り
多

く
、
ま
た
楽
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
祈
念
し
ま

し
て
、
私
の
式
辞
と
致
し
ま
す
。
さ
て
本
日
新

の
問
題
を
説
明
し
う
る
自
分
な
り
の
論
理
を
作

り
、
こ
れ
は
仮
説
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の

仮
説
を
客
観
的
な
方
法
で
確
か
め
て
結
論
を
得

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
実
証
的
な
科
学

の
方
法
論
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
捉
わ
れ
な
い
目

で
実
証
的
に
物
事
を
理
解
し
、
そ
の
上
で
そ
れ

ぞ
れ
の
物
事
の
軽
重
大
小
を
判
断
し
て
公
智
を

働
か
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
先
生
は
説
か
れ
た

の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
学
に
も
と
づ
い
て
公

智
を
働
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
人
に
、
福
澤
先

生
が
も
う
一
つ
求
め
た
の
は
「
奴
雁
」
の
視
点

で
し
た
。
こ
こ
で
奴
雁
と
は
番
を
す
る
雁
の
こ

と
で
、
先
生
は
『
民
間
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
の

中
で
「
群
雁
野
に
在
て
餌
を
啄
む
と
き
、
其
内

に
必
ず
一
羽
は
首
を
揚
げ
て
四
方
の
様
子
を
窺

ひ
、
不
意
の
難
に
番
を
す
る
者
あ
り
、
之
を
奴

雁
と
云
ふ
。
学
者
も
亦
斯
の
如
し
。
天
下
の
人
、

夢
中
に
な
り
て
、
時
勢
と
共
に
変
遷
す
る
其
中

に
、
独
り
前
後
を
顧
み
、
今
世
の
有
様
に
注
意

し
て
、以
て
後
日
の
得
失
を
論
ず
る
も
の
な
り
」

と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
奴
雁
と
は

雁
の
群
れ
が
一
心
に
餌
を
啄
ん
で
い
る
と
き
に
、

一
羽
首
を
高
く
揚
げ
て
難
に
備
え
る
役
を
す
る

雁
の
こ
と
で
、
学
者
も
ま
た
、
社
会
の
人
々
が

目
先
の
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
よ
う
な
と
き

に
、
ひ
と
り
歴
史
を
顧
み
、
現
状
を
冷
静
に
分

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ガ
リ

レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
、
ケ
プ
ラ
ー
な
ど
の
天
文
学

者
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
地
球
が
宇
宙
の
中
心
で

あ
っ
て
、
太
陽
や
星
は
そ
の
周
り
を
回
っ
て
い

る
と
い
う
天
動
説
に
疑
問
を
持
ち
ま
し
た
。
そ

し
て
つ
い
に
そ
の
天
動
説
と
は
正
反
対
の
地
動

説
こ
そ
真
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
す
。

　
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
常
識
と
考
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
人
々
の
実
感
に
と
て
も

合
致
し
て
い
た
こ
と
に
疑
い
を
持
っ
た
こ
と
で

す
。
私
た
ち
は
朝
に
な
る
と
東
か
ら
日
が
昇
り
、

夕
方
に
な
る
と
西
に
日
が
沈
む
の
を
見
て
い
ま

す
。
ま
た
夜
に
な
る
と
夜
空
に
星
の
ぐ
る
ぐ
る

と
動
く
様
子
を
見
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地

球
は
静
止
し
て
い
て
星
や
太
陽
が
動
く
天
動
説

は
間
違
い
な
く
実
感
に
合
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
驚
く
な
か
れ
真
実
は
、
私
た
ち
の
実
感
と
は

お
よ
そ
正
反
対
で
あ
り
、
地
球
は
傾
い
た
地
軸

を
中
心
に
自
転
し
、
ま
た
太
陽
の
周
り
を
公
転

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　
大
き
な
変
化
の
時
代
に
は
、
変
化
を
自
ら
の

頭
で
理
解
し
、
そ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
頭
で
考
え

る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
自
分

の
頭
で
考
え
る
と
い
う
の
は
、
闇
雲
に
思
い
を

め
ぐ
ら
す
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
疑

問
を
持
っ
て
考
え
る
べ
き
問
題
を
見
つ
け
、
そ
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入
生
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
留
学
生
も
お
ら
れ

ま
す
の
で
、
最
後
に
短
く
英
語
に
よ
る
式
辞
も

申
し
上
げ
ま
す
。

皆
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
大
学
生
活
が
、
実
り
多

く
、
ま
た
楽
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
祈
念
し
ま

し
て
、
私
の
式
辞
と
致
し
ま
す
。
さ
て
本
日
新

公
智
を
働
か
せ
る
。
大
き
な
変
化
の
時
代
に
、

そ
の
よ
う
な
力
を
、
慶
應
義
塾
大
学
に
お
い
て

皆
さ
ん
に
身
に
付
け
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
学
問
を
し
っ

か
り
と
す
る
こ
と
で
す
。
幕
末
か
ら
明
治
へ
の

大
き
な
変
化
の
時
代
に
、
福
澤
先
生
が
学
問
の

重
要
性
を
繰
り
返
し
説
か
れ
た
の
も
こ
の
た
め

で
す
。

　
ま
ず
皆
さ
ん
は
教
養
教
育
に
お
い
て
、
人
文

科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
を
幅
広
く
学
ぶ

こ
と
で
、
学
問
的
に
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
を
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
上
で
、
専

門
教
育
に
お
い
て
、
自
ら
も
奥
深
く
研
究
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
的
方
法
論
を
実
践
し

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
大
学
に
お
い
て
は
課
外
活
動
も
考
え
る
力
を

養
う
場
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
の
活

動
に
お
い
て
、
次
の
試
合
に
勝
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
課
題
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
は
ど
ん

な
技
を
磨
け
ば
よ
い
か
、
ど
ん
な
戦
術
を
と
れ

ば
よ
い
か
と
い
う
仮
説
を
作
り
、
そ
れ
を
日
々

の
練
習
で
検
証
し
て
、
勝
利
と
い
う
結
果
に
結

び
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
学
問
の
方
法

論
の
実
践
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
芸

術
系
、
学
術
系
の
課
外
活
動
に
お
い
て
も
ま
っ

た
く
同
様
で
す
。

　
あ
ら
た
め
て
新
入
生
の
入
学
を
お
祝
い
し
、

　　Since there are a number of international students joining Keio today, I would like to make 
some brief remarks in English. First of all, on behalf of Keio University, I would like to welcome 
you all and to extend my heartfelt congratulations. I would also like to offer my sincere 
congratulations to your family and friends.

　　We are now living in a time of great changes, changes so great that the sustainability of our 
society itself is at stake. In such a time of great changes it is extremely important for you to 
possess three things that our founder Yukichi Fukuzawa, or Fukuzawa-sensei, emphasized to be 
of great importance.

　　The first is “kochi,” or public wisdom. In his book An Outline of a Theory of Civilization, 
Fukuzawa-sensei clearly defined it as “the ability to evaluate people and events, to give weightier 
and greater things priority, and to judge their proper times and places.” The second is 
“jitsugaku,” or science, for which he stressed the importance of curiosity and questioning. 
Through science, you can acquire the scientific way of thinking, by which I mean identifying a 
problem that must be addressed, constructing a hypothesis that explains the problem, and 
verifying the hypothesis to reach a conclusion. And the third is the importance of being a 
“dogan,” or guardian goose, which watches for danger while the rest of the flock focuses intently 
on pecking their food. Fukuzawa-sensei urged that while people are preoccupied with the trends 
of the times, scholars should act like the guardian goose and reflect on the past, carefully observe 
the developments of the present, and deliberate on the best outcome for the future.

　　I am very confident that you will be able to obtain this ability through an extensive liberal 
arts education, deep research experience, and an active student life here at Keio University. Once 
again I congratulate you all and wish you a meaningful and enjoyable student life here at Keio 
University.

　あらためて皆さんのご入学をお祝い申し上げます。本日は誠におめでとうございました。


