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私
は
来
年
３
月
末
で
定
年
を
迎
え
ま

す
。
１
９
６
６
年
、
こ
の
関
西
学
院
大
学

経
済
学
部
に
入
学
し
、
学
部
・
大
学
院
を

通
じ
て
９
年
間
学
び
、
大
学
教
員
に
な
り

ま
し
た
。
９
年
間
他
の
大
学
で
教
え
ま
し

た
が
、
縁
あ
っ
て
１
９
８
５
年
、
母
校
に

教
員
と
し
て
戻
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
30

年
間
、
学
生
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
学
ん
で

き
ま
し
た
。
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
の
講
話
も

皆
さ
ん
と
と
も
に
学
ぶ
場
の
一
つ
で
し

た
。

　

こ
の
講
話
で
私
は
の
ち
に
触
れ
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
経
済
学
が
前
提
、
む
し
ろ

仮
定
す
る
「
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
」
す

な
わ
ち
「
専
門
用
語
」
の
再
検
討
を
通
じ

て
、
そ
の
仮
定
の
妥
当
性
を
皆
さ
ん
と
と

も
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
経

済
人
は
男
性
そ
れ
と
も
女
性
？
」（
１
９
８
５
）

で
は
、「
合
理
的
行
動
を
行
う
経
済
人
が

な
ぜ
“econom

ic m
an

4

4

4

”と
呼
ば
れ
る
の

か
を
歴
史
的
背
景
を
も
踏
ま
え
て
お
話
し

し
、
今
や
経
済
人
は
む
し
ろ
“econom

ic 
person

4

4

4

4

4

4

”と
表
記
し
た
方
が
現
状
に
相
応

し
い
と
提
案
し
ま
し
た
。
ま
た
、（
２
）「
経

済
人
は
利
己
的
存
在
か
、
そ
れ
と
も
利
他

的
存
在
か
？
―
ミ
ル
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
へ

―
」（
１
９
８
９
）
で
は
、
そ
の
経
済
人

は
「
極
大
・
極
小
」
原
理
に
基
づ
く
合
理

的
行
動
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
現

代
の
ミ
ク
ロ
理
論
は
成
立
し
て
い
ま
す

が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

現
実
の
経
済
人
は
利
他
的
行
動
を
も
し
て

お
り
、
そ
れ
を
経
済
理
論
に
組
み
入
れ
よ

う
と
す
る
伝
統
は
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経

済
学
者
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
や
新
古
典
派
経
済

学
者
Ａ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
伝
統
は
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
に
も
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
今
日
は

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

（
３
）「
自
然
・
経
済
・
人
間
―
―
有
形

な
も
の
か
ら
無
形
な
も
の
へ
」

（
１
９
９
２
）
で
は
、
財
の
概
念
を
含
め

て
経
済
学
の
研
究
対
象
が
「
有
形
物
」
か

ら
「
無
形
物
」
に
拡
大
し
て
い
っ
た
理
由

を
考
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、（
４
）「
経
済

学
は
自
然
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た

か
？
」（
２
０
０
４
）
で
は
、
供
給
曲
線

が
右
上
が
り
に
描
か
れ
て
い
る
理
由
の
一

つ
を
人
間
は
生
産
の
三
要
素
の
一
つ
あ
る

「
自
然
」
が
無
限
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い

る
こ
と
に
求
め
、
そ
れ
が
人
間
の
自
然
破

壊
を
生
む
背
景
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
講
話
で
は

経
済
学
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し

た
が
、
最
後
と
な
る
今
回
の
講
話
で
は
、

佐
和
隆
光
の
本
の
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が「
経
済
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
」と
い

う
テ
ー
マ
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
経
済
学
の
危
機
」
は
、
こ
れ
ま
で
少

な
く
と
も
二
度
叫
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
第

一
の
危
機
は
、
世
界
恐
慌
後
の
１
９
３
０

年
代
に
叫
ば
れ
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
誕

生
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
ま
し
た
。
第
二
の

危
機
は
、
１
９
７
１
年
に
Ｊ
・
ロ
ビ
ン
ソ

ン
に
よ
っ
て
明
示
的
に
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
１
９
５
０
年
代
か
ら
60
年

代
に
か
け
て
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
と
役
割
分

担
し
な
が
ら
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
新
古
典
派
経
済
学
が
高
度
成
長
の
陰
り

と
と
も
に
70
年
代
前
半
に
厳
し
い
批
判
を

受
け
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
そ

の
批
判
は
、
Ｋ
・
ポ
ッ
パ
ー
の
論
理
実
証

主
義
（「
仮
定
↓
演
繹
↓
検
証
」）
も
基
づ

く
新
古
典
派
経
済
学
の
仮
定

4

4

が
あ
ま
り
に

も
現
実
の
経
済
と
あ
ま
り
に
も
乖
離
し
、

当
時
の
現
実
的
課
題
で
あ
っ
た
公
害
、
南

北
問
題
、
都
市
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
処

方
箋
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
向
け

ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
科

学
と
し
て
の
経
済
学
は
、
自
然
科
学
と
同

様
、
そ
の
実
用
性
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら

れ
た
か
ら
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
批
判

●
退
任
教
授
最
終
チ
ャ
ペ
ル
講
話
／
井
上
琢
智
　
教
授
（
経
済
思
想
史
）

エ
コ
ン
族
の
都マ

市チ

か
ら
飛
び
出
そ
う
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の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ

ノ
ミ
ッ
ク
ス
は
短
命
に
終
わ
り
、
私
が
大

学
教
員
に
な
っ
た
75
年
頃
に
は
そ
の
求
心

力
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
新
古
典
派
経
済
学
は
、
経
済
学
の

自
然
科
学
化
・
物
理
学
化
（
Ｗ
・
Ｓ
・
ジ
ェ

ヴ
ォ
ン
ズ
の
場
合
に
は
力
学
化
）、
す
な

わ
ち
数
学
化
で
し
た
。
そ
の
思
想
の
源
泉

は
、
自
然
を
定
量
的
性
質
と
そ
れ
に
還
元

で
き
な
い
定
性
的
性
質
（
こ
こ
に
し
ば
し

ば
私
た
ち
は
「
人
間
性
」
の
本
質
を
見
る

の
で
す
が
）
と
に
分
け
る
二
分
法
に
基
づ

き
、
前
者
を
重
視
す
る
Ｇ
・
ガ
リ
レ
イ
の

自
然
観
、
Ｉ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
的
世

界
観
、
さ
ら
に
は
「
経
験
的
観
察
（
デ
ー

タ
）
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
経
済
現
象
に
か

ん
す
る
私
た
ち
の
知
識
は
拡
大
深
化
し
、

一
定
の
方
向
を
目
指
し
て
〈
進
歩
〉
し
て

い
く
」
と
い
う
Ｆ
・
ベ
ー
コ
ン
の
学
問
観

に
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
自
然

観
・
世
界
観
・
学
問
観
が
、
Ａ
・
レ
イ
ヨ

ン
フ
ー
ヴ
ッ
ド
の
寓
話
が
示
す
よ
う
に
、

エ
コ
ン
族
を
席
巻
し
、
そ
の
一
族
は
最
上

階
級
で
あ
る
マ
ス
・
エ
コ
ン
（
数
理
経
済

学
）、
ミ
ク
ロ
階
級
、
マ
ク
ロ
階
級
、
デ

ブ
ロ
プ
ス
（
経
済
発
展
論
）
階
級
、
そ
し

て
職
人
ゆ
え
に
最
下
級
の
オ
ー
・
メ
ト
ル

ズ
（
実
証
的
研
究
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
特

定
の
モ
ド
ゥ
ル
（
モ
デ
ル
）
は
「
信
仰
シ

ス
テ
ム
」
の
ト
ー
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
現
実
の
経
済
か
ら
学
ぶ

よ
り
は
、
そ
の
信
仰
の
基
礎
で
あ
る
特
定

の
聖
書
（
教
科
書
）
か
ら
学
ぶ
こ
と
と
な

り
、
モ
ド
ゥ
ル
の
優
劣
は
美
的
水
準
で
計

ら
れ
る
「
世
紀
末
芸
術
」
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
（
佐
和
隆
光
『
経
済
学
と
は
何
だ

ろ
う
か
』（
１
９
８
２
）。

　

こ
の
エ
コ
ン
族
か
ら
い
ち
早
く
脱
出
し

た
日
本
人
経
済
学
者
が
１
９
７
０
年
代
か

ら
登
場
し
ま
す
。
そ
の
先
導
者
は
、
第
一

回
『
経
済
白
書
』
を
執
筆
し
た
都
留
重
人

で
し
た
。
彼
は
「Goods

（
財
）
を
生
産

す
る
た
め
に
排
出
す
るBads

」
を
「
公

害
」
と
位
置
づ
け
、１
９
７
１
年
に
は
『
公

害
研
究
―
学
際
的
協
力
を
め
ざ
し
て
―
』

（
現
『
環
境
と
公
害
』）
を
刊
行
し
、
成

長
第
一
主
義
を
批
判
し
、『
市
場
に
は
心4

が
な
い
―
成
長
と
改
革
を
こ
そ
―
』

（
２
０
０
６
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
今
年
９
月
に
亡
く
な
っ
た
宇
沢

弘
文
は
、
市
場
均
衡
や
２
部
門
成
長
モ
デ

ル
の
安
定
性
な
ど
数
理
経
済
学
上
の
世
界

的
業
績
を
あ
げ
て
の
ち
、「
社
会
問
題
か

ら
目
を
そ
ら
し
て
『
現
状
肯
定
の
学
』
と

な
っ
て
い
る
経
済
学
を
批
判
し
、『
人
間

4

4

性4

の
尊
重
』
か
ら
出
発
す
る
社
会
科
学
の

再
構
築
に
向
か
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
」
と
自
問
し
、「
社
会
か
ら
遊
離
し
た

科
学
的
合
理
性
を
つ
ね
に
疑
い
、
そ
れ
を

人
間
側
に
引
き
戻
そ
う
と
努
め
」
ま
し

た
。
こ
の
問
題
意
識
は
『
自
動
車
の
社
会

的
費
用
』（
１
９
７
４
）
で
示
さ
れ
、『「
成

田
」
と
は
何
か
』（
１
９
９
２
）、『
経
済

に
人
間
ら
し
さ

4

4

4

4

4

を
』（
１
９
９
８
）、
最
晩

年
に
は
『
経
済
学
は
人
び
と
を
幸
福

4

4

に
で

き
る
か
』（
２
０
１
３
）
出
版
す
る
だ
け

で
な
く
、
彼
は
「
経
済
学
を
越
え
て
正
義

と
公
平
性
に
か
な
う
社
会
の
実
現
を
求
め

る
『
暖
か
い
心

4

4

4

4

』
を
持
ち
、
水
俣
や
成
田

な
ど
の
現
場
に
足
繁
く
通
っ
て
、
虐
げ
ら

れ
た
人
々
に
寄
り
添
っ
た
そ
の
姿
勢
が

人
々
に
訴
え
か
け
」（
諸
富
徹
「
宇
沢
弘

文
の
世
界
」『
朝
日
新
聞
』
２
０
１
４
年

11
月
23
日
朝
刊
）
た
か
ら
で
し
た
。

　

こ
の
二
人
に
共
通
点
は
、
経
済
学
に

「
心4

」「
人
間
性

4

4

4

」「
人
間
ら
し
さ

4

4

4

4

4

」
を
取

り
戻
す
こ
と
に
心
血
を
注
い
だ
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
問
題
意
識
は
、
実
は
新
古

典
派
経
済
学
の
祖
で
あ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の

言
葉
“With cool heads but w

arm
 

hearts

”（
“The Present Position of 

Econom
ics

” 1885

）
を
思
い
起
こ
さ
せ

ま
す
。
と
り
わ
け
、
“but

”に
注
目
し
な

が
ら
“warm

 hearts

”に
想
い
を
寄
せ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
自
然
科

学
で
は
無
視
で
き
る
が
、
社
会
科
学
で
は

重
要
なG.

ガ
リ
レ
イ
の
い
う
第
二
性
質
で

あ
り
、
そ
れ
を
重
視
し
、M

oral 
Philosophy

（
道
徳
哲
学
）
か
ら
ス
ミ
ス

が
経
済
学
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
伝
統
は
ミ
ル
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
続

い
て
ケ
イ
ン
ズ
に
も
受
け
継
が
れ
ま
す
。

と
い
う
の
は
『
一
般
理
論
』
は
「
不
完
全

雇
用
状
態
を
も
視
野
に
入
れ
た
よ
り
包
括

的
な
経
済
分
析
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、「
人
間
の
精
神
を
め
ぐ
る
一
般
的
、

哲
学
的
な
分
析
か
ら
社
会
全
体
の
特
性
の

成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
味
」
で
も

「
一
般
理
論
」
だ
っ
た
こ
と
か
ら
分
り
ま

す
。『
確
率
論
』
で
「
不
確
実
と
合
理
性

と
の
結
び
つ
き
を
命
題
の
世
界
に
さ
ぐ
ろ

う
と
し
た
」
ケ
イ
ン
ズ
が
『
一
般
理
論
』

の
な
か
で「
超
越
的
世
界〈
そ
れ
が
ニ
ュ
ー

ト
ン
的
空
間
・
時
間
で
す
が
〉を
離
れ
て
、

貨
幣
が
構
造
化
し
維
持
し
よ
う
と
す
る
経

済
世
界
の
う
ち
な
る『
不
安
』と『
規
約
』」

と
の
結
び
つ
き
を
、
内
側
か
ら
解
明
し
、

そ
の
不
合
理
生
の
危
険
を
洞
察
す
る
「
思

考
の
科
学
」
つ
ま
り
「
論
理
的
分
析
と
い

う
も
の
を
、
現
実
の
人
間
世
界
の
生
き
た

論
理
の
理
解
の
仲
介
と
し
て
解
釈
す
る
、

新
し
い
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
」（
伊
藤

邦
武
『
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
』
１
９
９
９
）

を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
科
学
で
あ
れ
ど
の
よ

う
な
科
学
で
あ
れ
“ceteris paribus

”

（「
他
の
条
件
が
同
一
だ
と
す
れ
ば
」）
を

仮
定
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
す
か

ら
、
科
学
者
で
あ
る
エ
コ
ン
族
は
同
一
と

仮
定
し
た
「
他
の
条
件
」
に
目
を
向
け
、

「
教
科
書
」
を
い
っ
た
ん
捨
て
て
、「
仮

定
」か
ら
除
か
れ
た「
現
実
の
人
間
世
界
」

を
直
視
し
、
時
と
し
て
都
留
や
宇
沢
の
よ

う
に
、
社
会
的
活
動
を
す
る
必
要
が
あ
る

で
し
よ
う
。


	エコノフォーラム21No21（教員版）
	056-057_p056_退任教授最終チャペル講話_井上氏_退任教授




