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め
、
そ
し
て
そ
の
自
分
な
り
の
考
え
が
正
し

い
か
ど
う
か
を
何
ら
か
の
方
法
で
確
認
し
、

結
論
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
こ
れ

は
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
の
学
ぶ
学
問
の
方
法

論
、
科
学
の
方
法
論
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
学

問
や
研
究
と
い
う
も
の
は
、
ま
だ
誰
も
解
答

を
与
え
て
い
な
い
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
、
そ

の
問
題
に
自
分
な
り
の
解
答
を
考
え
、
こ
れ

を
学
問
の
言
葉
で
は
仮
説
と
い
い
ま
す
が
、

そ
の
仮
説
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
自
然
科
学

で
あ
れ
ば
実
験
な
ど
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学

で
あ
れ
ば
統
計
な
ど
を
使
い
、
ま
た
人
文
科

学
で
あ
れ
ば
文
献
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
確
認

し
、
こ
れ
を
学
問
の
言
葉
で
は
検
証
と
い
い

ま
す
が
、
そ
し
て
結
論
を
導
く
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
で
す
。

　
つ
ま
り
変
化
の
時
代
に
は
、
何
よ
り
も
自

分
の
頭
で
考
え
る
能
力
を
磨
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
学
問
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
磨
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

で
慶
應
義
塾
大
学
で
は
、
ま
ず
皆
さ
ん
に
幅

広
く
学
問
を
学
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
学
問
を
確
立
し
た
過

去
の
学
者
た
ち
が
、
ま
さ
に
自
分
の
頭
で
考

　
新
入
生
の
皆
さ
ん
が
生
ま
れ
た
1
9
9
0

年
代
半
ば
に
は
、
人
口
に
占
め
る
65
歳
以
上

の
高
齢
者
の
比
率
は
ま
だ
人
口
の
7
分
の
1

程
度
で
し
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
は
人
口
の
4

分
の
1
と
な
り
、
そ
し
て
皆
さ
ん
が
働
き
盛

り
の
40
歳
台
と
な
る
2
0
3
0
年
代
半
ば
に

は
人
口
の
3
分
の
1
が
高
齢
者
と
な
り
ま

す
。
も
は
や
過
去
の
延
長
線
上
で
も
の
を
考

え
た
り
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

ま
た
世
界
に
類
を
見
な
い
高
齢
化
で
す
か

ら
、
ど
こ
か
よ
そ
の
国
に
参
考
と
な
る
事
例

な
ど
を
探
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　
新
し
い
状
況
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
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
要
す
る
に
自
分
の
頭

で
考
え
る
力
が
何
よ
り
も
大
切
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
自
分
の
頭
で
考
え
る

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
闇
雲
に
思
い
を

巡
ら
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
と
い
う
の
は
、
系

統
的
に
物
事
を
考
え
る
能
力
と
い
う
こ
と
で

す
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
考
え
る
べ
き
問
題

を
見
つ
け
、
そ
の
問
題
が
な
ぜ
起
き
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と

　
新
入
生
の
皆
さ
ん
、
ご
入
学
ま
こ
と
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
慶
應
義
塾
を
代
表

し
て
新
入
生
を
歓
迎
し
、
ま
た
入
学
を
お
祝

い
し
ま
す
。
ま
た
新
入
生
の
ご
家
族
、
関
係

者
の
皆
さ
ま
に
も
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
慶
應
義
塾
大
学
で
は
、
学
生
を
塾
生
、
卒

業
生
を
塾
員
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
ま
す
。
今

日
も
た
く
さ
ん
の
塾
員
の
方
々
が
こ
の
式
に

ご
臨
席
で
す
。
と
く
に
入
学
式
に
は
毎
年
卒

業
50
年
目
の
塾
員
を
お
招
き
し
て
い
ま
す
。

こ
の
式
場
の
後
方
の
ス
タ
ン
ド
席
に
は
、
卒

業
50
年
目
を
迎
え
ら
れ
た
塾
員
の
方
々
が
、

新
入
生
の
入
学
を
お
祝
い
に
全
国
各
地
か
ら

駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
新
入
生
と
と
も
に
塾
員
の
皆
さ
ん
の
ご
臨

席
に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
私
た
ち
は
い
ま
大
き
な
変
化
の
時
代

を
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
社
会
の
構
造
そ

の
も
の
が
全
く
様
変
わ
り
し
て
し
ま
う
よ
う

な
大
き
な
変
化
で
す
。
例
え
ば
、
社
会
の
基

本
で
あ
る
、
人
口
の
構
造
で
す
。

塾
長
　
清
家
篤
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可
能
な
実
証
科
学
の
こ
と
で
し
た
。

　
変
化
の
少
な
い
江
戸
時
代
な
ら
、
誰
か
偉

い
人
の
言
っ
た
こ
と
を
信
じ
て
覚
え
る
と
い

う
学
問
で
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
大
き
な
変
化
の
時
代
に
は
、
す
べ
て

の
事
柄
を
疑
い
、
自
分
で
考
え
て
実
証
す
る

よ
う
な
学
問
、
実
学
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と

福
澤
先
生
は
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
福
澤
先
生
は
、
混
乱
の
な
か

で
も
ぶ
れ
ず
に
学
問
、
と
く
に
実
学
を
徹
頭

徹
尾
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
が
い
か
に
学

問
を
重
視
し
た
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
枚
挙

に
暇い
と
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
明
治
維
新
の
と
き
に
上
野
の
山
で

官
軍
と
彰
義
隊
が
衝
突
し
て
戦
争
に
な
っ
た

と
き
、
当
時
芝
に
あ
っ
た
慶
應
義
塾
の
ま
わ

り
で
も
人
々
は
、「
大
変
だ
」
と
い
う
こ
と

で
避
難
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
先
生
は
上

野
と
芝
は
十
分
に
距
離
が
離
れ
て
い
る
か
ら

大
砲
の
弾
は
飛
ん
で
こ
な
い
と
判
断
し
、
あ

わ
て
る
こ
と
な
く
い
つ
も
の
と
お
り
ウ
ェ
ー

ラ
ン
ド
の
経
済
書
を
講
義
し
続
け
た
、
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
だ
か
ら
こ

そ
、
維
新
後
の
日
本
を
担
う
塾
生
は
し
っ
か

発
表
会
、
展
覧
会
、
報
告
会
に
臨
む
と
い
っ

た
こ
と
で
も
同
じ
で
す
。

　
慶
應
義
塾
創
設
者
で
あ
る
福
澤
先
生
も
ま

た
大
き
な
変
化
の
時
代
を
生
き
た
方
で
し

た
。
封
建
の
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
、
明
治
維

新
を
経
て
近
代
の
日
本
を
教
育
者
と
し
て
、

ま
た
知
的
指
導
者
と
し
て
生
き
た
方
で
す
。

こ
う
し
た
激
動
の
時
代
を
生
き
た
同
世
代
人

を
、
先
生
は
「
恰あ
た
か

も
一
身
に
し
て
二
生
を
経ふ

る
が
如
く
」、
つ
ま
り
一
人
の
人
間
が
ま
る

で
二
つ
の
人
生
を
生
き
た
よ
う
な
も
の
だ
、

と
表
現
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
そ
う
し
た

大
き
な
変
化
の
時
代
に
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知

の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
や
『
文
明
論
之
概
略
』

と
い
っ
た
著
作
の
な
か
で
強
調
さ
れ
た
の
が

「
学
問
」
で
し
た
。

　
と
く
に
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
が
、「
実

学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
実
学
と

い
う
と
役
に
立
つ
学
問
と
い
う
意
味
も
あ
り

ま
す
が
、
福
澤
先
生
に
と
っ
て
実
学
と
は
、

あ
る
書
物
の
な
か
で
そ
の
言
葉
に
「
サ
イ
ヤ

ン
ス
」、
つ
ま
り
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
と
ル
ビ

を
ふ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
科

学
の
こ
と
で
し
た
。
と
く
に
そ
れ
は
、
証
明

え
た
プ
ロ
セ
ス
を
追
体
験
で
き
る
か
ら
で

す
。

　
さ
ら
に
皆
さ
ん
自
身
に
も
学
問
、
研
究
を

し
て
も
ら
い
ま
す
。研
究
テ
ー
マ
を
見
つ
け
、

そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
ま
と

め
、
何
ら
か
の
方
法
で
検
証
し
、
結
論
を
導

く
と
い
う
作
業
を
実
際
に
行
う
と
い
う
こ
と

で
す
。
具
体
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
研

究
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
い
う
作
業
、
そ
し
て

最
終
的
に
は
卒
業
論
文
や
、
卒
業
研
究
を
す

る
と
い
う
作
業
の
実
践
で
す
。
こ
う
し
た
実

際
の
研
究
を
行
う
作
業
を
実
践
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
が
自
ず
と

つ
い
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
ま
た
皆
さ
ん
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
外

活
動
に
も
参
加
す
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば

そ
れ
が
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
に
は
、
次
の
試
合

に
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
抱

え
、
そ
の
た
め
に
は
ど
ん
な
技
術
や
戦
術
を

磨
け
ば
よ
い
か
自
ら
考
え
、
そ
れ
を
日
々
の

練
習
や
稽
古
で
試
し
て
、
最
良
の
技
や
戦
術

で
試
合
に
臨
む
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
も
自
分

の
頭
で
も
の
を
考
え
る
力
を
養
う
良
い
機
会

で
す
。
こ
れ
は
芸
術
、
文
化
、
学
術
系
の
ク

ラ
ブ
に
お
い
て
、日
々
の
活
動
で
自
ら
考
え
、
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確
信
し
て
い
ま
す
。
改
め
て
入
学
を
お
祝
い

し
式
辞
と
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
こ
の
入
学
式
に
は
数
多
く
の
留
学
生

も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、短
く
英
語
の
式
辞（
左

に
掲
載
）
も
述
べ
ま
す
。

　
本
日
は
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　
慶
應
義
塾
大
学
に
お
い
て
ぜ
ひ
、
幅
広
く

学
問
を
学
び
、
ま
た
自
ら
研
究
も
し
、
そ
し

て
伸
び
伸
び
と
課
外
活
動
に
も
励
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
変
化
の
時
代
に
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ

る
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
が
養
わ
れ
る
は
ず

で
す
。
皆
さ
ん
に
は
必
ず
そ
れ
が
で
き
る
と

り
と
学
問
に
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　
い
ま
も
ま
た
大
き
な
変
化
の
時
代
で
す

が
、
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
あ
わ
て
ず

に
、
じ
っ
く
り
と
学
問
に
専
念
し
て
く
だ
さ

い
。
大
学
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
い
は
慶
應

義
塾
大
学
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
没
頭
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
慶
應
義
塾

大
学
の
充
実
し
た
導
入
教
育
で
学
問
の
面
白

さ
や
意
義
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、

自
ら
も
課
題
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
り
、
最
終

的
に
は
卒
業
論
文
や
卒
業
研
究
な
ど
を
ま
と

め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
し
っ
か
り
と
学
問
を

実
践
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
皆
さ
ん
が
自
分
の
好
き
で
得
意
な
課

外
活
動
に
も
伸
び
伸
び
と
取
り
組
ん
で
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
は
言
っ
て

も
、
学
業
と
課
外
活
動
の
両
立
は
な
か
な
か

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
し
た

な
か
で
、
例
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
と
学
業
の
文
武

両
道
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
約
の

な
か
で
し
っ
か
り
と
成
果
を
あ
げ
る
と
い

う
、
社
会
に
出
た
と
き
に
必
ず
必
要
と
な
る

能
力
も
磨
か
れ
る
は
ず
で
す
。

Since there are a number of international students 
joining Keio today, I would like to make some remarks in 
English very briefly. First of all, to all the new students, 
on behalf of Keio University, I would like to welcome you 
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 change, change 
so great that the sustainability of our society itself is at 
stake. The founder of Keio University Yukichi Fukuzawa 
also lived in a time of great change in both the feudal 
Edo period and the modernized Japan that followed 
the Meiji Restoration. As he said of his generation, 
“We have lived two lives, as it were”. In such a time of 
great change, Fukuzawa repeatedly emphasized the 
importance of science and learning for fostering young 
people who could think for themselves.
Given that the principles of Fukuzawa are honored at 
Keio to this day, I am sure that you will be able to obtain 
the ability to think for yourself here at Keio University.
I hope that you all have a meaningful and enjoyable 
student life here at Keio. I congratulate you again and 
thank you all very much.
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