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慶
應
義
塾
に
学
ん
だ
人
は
誰
で
も
、「
実
学
」

「
自
我
作
古
」「
半
学
半
教
」「
気
品
の
泉
源
、

智
徳
の
模
範
」
等
の
、
い
わ
ば
慶
應
キ
ー
ワ
ー

ド
と
も
言
う
べ
き
言
葉
を
一
度
は
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
福
澤
先
生
が

こ
れ
ら
の
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
、

ど
の
よ
う
に
社
中
の
人
達
に
語
り
か
け
た
の

か
、案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
「
気
品
の
泉
源
、智
徳
の
模
範
」
は
、

今
日
「
慶
應
義
塾
の
目
的
」
と
称
さ
れ
る
「
慶

應
義
塾
は
単
に
一
所
の
学
塾
と
し
て
自
ら
甘
ん

ず
る
を
得
ず
。
そ
の
目
的
は
我
が
日
本
国
中
に

於
け
る
気
品
の
泉
源
、
智
徳
の
模
範
た
ら
ん
こ

と
を
期
し
、（
中
略
）
全
社
会
の
先
導
者
た
ら

ん
こ
と
を
欲
す
る
者
な
り
」
と
い
う
書
幅
の
一

節
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と
は
、
明
治

二
十
九
年
十
一
月
、芝
紅
葉
館
に
築
地
鉄
砲
洲
、

芝
新
銭
座
時
代
の
、
義
塾
草
創
期
の
出
身
者
を

集
め
て
開
か
れ
た
懐
旧
会
で
の
演
説
に
お
い
て

述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
懐
旧
会
を
報
じ
た

時
事
新
報
の
記
事
に
よ
れ
ば
、か
つ
て
鉄
砲
洲
、

新
銭
座
近
傍
の
夜
店
で
食
べ
た
蕎
麦
や
菓
子
も

用
意
さ
れ
て
和
や
か
な
会
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
席
で
先
生
は
、
義
塾
の
来
歴
を
振
り

返
っ
た
上
で
、「
我
党
の
士
に
於
て
特
に
重
ん

ず
る
所
は
人
生
の
気
品
に
在
」り
、そ
の
気
品
、

義
塾
に
「
充
満
す
る
空
気
」
を
維
持
し
て
次
の

世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
は「
吾
々
先
輩
の
責
任
」

で
あ
る
と
述
べ
た
。
前
述
の
「
慶
應
義
塾
の
目

的
」
の
一
節
は
こ
れ
に
続
く
の
で
あ
る
が
、
演

説
で
は
結
び
が
「
恰
も
遺
言
の
如
く
に
し
て
之

を
諸
君
に
嘱
託
す
る
も
の
な
り
」
と
あ
っ
て
、

先
生
が
「
慶
應
義
塾
の
目
的
」
の
一
節
に
込
め

た
願
い
が
如
何
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
演
説
に
は
、
早
世
し
た
塾
の
人
達
の

名
を
挙
げ
る
く
だ
り
も
あ
る
。
そ
の
中
に
馬
場

辰
猪
の
名
も
あ
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
懐
旧

会
の
翌
日
に
は
、
馬
場
辰
猪
の
八
周
年
祭
が
開

か
れ
て
い
る
。
馬
場
は
、
義
塾
で
学
ん
だ
後
、

英
国
で
七
年
間
法
律
を
学
ん
だ
。
し
か
し
帰

国
後
そ
の
経
歴
を
生
か
し
て
実
業
界
や
官
界
に

入
る
こ
と
は
せ
ず
、
生
涯
を
在
野
の
民
権
家
と

し
て
活
動
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
馬
場
辰
猪
の

八
周
年
祭
に
当
た
っ
て
の
先
生
の
追
弔
詞
を
見

る
と
、
こ
こ
で
も
「
吾
々
が
特
に
君
に
重
き
を

置
て
忘
る
ゝ
こ
と
能
わ
ざ
る
所
の
も
の
は
、
そ

の
気
風
品
格
の
高
尚
な
る
に
在
り
」
と
述
べ
、

更
に
、
慶
應
義
塾
の
「
後
進
生
の
亀
鑑
に
供
す

る
も
の
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

懐
旧
会
で
の
先
生
の
胸
に
は
、
馬
場
を
は
じ
め

と
す
る
人
達
を
回
想
し
て
去
来
す
る
も
の
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
他
に
名
の
挙
が
っ
た
小
幡

仁
三
郎
、
和
田
義
郎
、
小
泉
信
吉
ら
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
て
書
か
れ
た
追
悼
文
が

あ
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
先
生
が
述
べ
た
「
気

品
」
や
「
独
立
」
の
生
き
方
と
は
何
か
、
義
塾

の
後
進
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
期
待
し
た
の

か
、
を
考
え
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。

　

先
生
が
塾
の
気
風
・
気
品
の
維
持
を
か
く
も

切
実
に
願
っ
た
そ
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
、

塾
の
教
育
が
「
気
品
」
と
独
立
心
の
涵
養
を
重

て
久
し
く
、
後
者
は
一
般
に
頒
布
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
入
手
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
以
前

に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
新
・
旧
『
福
澤

諭
吉
選
集
』
に
も
教
育
論
を
ま
と
め
た
巻
は
あ

っ
た
が
、
い
ず
れ
も
一
般
的
な
教
育
論
が
中
心

で
あ
っ
た
か
ら
、
義
塾
の
教
育
に
関
し
て
の
著

述
は
十
分
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

か
ら
刊
行
中
の
『
福
澤
諭
吉
著
作
集
』
の
一
冊

と
し
て
、
教
育
論
を
ま
と
め
た
第
五
巻
が
昨
年

十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
。
私
は
西
川
俊
作
氏
と

共
に
こ
の
巻
の
編
集
を
担
当
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
た
が
、
編
集
に
当
た
っ
て
は
特
に
、
慶
應
義

塾
を
一
つ
の
軸
に
と
る
こ
と
に
し
た
。
生
涯
教

育
者
で
あ
り
続
け
た
先
生
の
教
育
論
は
、
ま
さ

に
慶
應
義
塾
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
、
慶
應
義
塾

に
お
け
る
実
践
に
お
い
て
こ
そ
明
確
に
表
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
義
塾
の

基
本
的
な
文
書
に
加
え
て
、
塾
生
に
向
け
た
演

説
、
関
連
す
る
書
簡
、
早
世
し
た
門
下
生
へ
の

弔
詞
等
も
収
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
述
べ

て
き
た
「
気
品
の
泉
源
、
智
徳
の
模
範
」
を
め

ぐ
る
一
連
の
著
述
も
含
め
て
、
全
部
で
六
十
の

著
述
は
次
の
構
成
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部　

慶
應
義
塾

　
　

慶
應
義
塾
の
命
名

　
　

慶
應
義
塾
の
改
革
と
維
持

　
　

一
貫
教
育
体
制
の
確
立

　
　

演
説
事
始
め

　
　

教
育
の
基
本
方
針

　
　

社
中
へ
の
呼
び
か
け

　
　

塾
生
に
対
す
る
訓
話

　
　

門
下
の
早
世
を
悼
む

　

第
Ⅱ
部　

学
問
と
教
育

　
　

学
問
の
独
立

　
　

学
者
の
志
操
と
矜
持

　
　

教
育
論

　
　

家
庭
教
育

　
　

専
門
教
育

　
　

学
校
教
育
の
独
立

　
　

社
会
教
育

　

本
巻
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
に
従
っ

て
読
み
広
げ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
勿
論
興
味

を
覚
え
る
と
こ
ろ
か
ら
自
由
に
拾
い
読
み
し
て

も
良
い
。
塾
生
へ
の
演
説
等
を
通
し
て
、
先
生

在
世
中
の
三
田
の
雰
囲
気
を
思
い
描
く
だ
け
で

も
楽
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
同

時
に
、
私
達
が
塾
で
の
生
活
の
中
で
無
意
識
の

う
ち
に
体
感
し
て
き
た
、
塾
の
気
風
の
奥
底
に

あ
る
理
念
と
そ
の
意
味
を
原
点
に
立
ち
返
っ
て

再
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
、

塾
の
気
風
を
形
骸
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
次
の

世
代
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
「
責
任
」
を
果
た
す

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ん
じ
て
お
り
、「
先
進
後
進
相
接
し
て
無
形
の

間
に
伝
播
す
る
感
化
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
を
強
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
塾
生
に
対
し
て
も
、
そ
の
気
風

を
よ
り
確
か
に
す
る
た
め
に
、
熱
心
に
語
り
か

け
た
。
そ
の
一
端
は
、
塾
生
に
対
す
る
数
多
く

の
訓
話
・
演
説
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
例
え

ば
、「
独
立
の
大
義
」
と
題
す
る
、
卒
業
す
る

塾
生
に
向
け
た
演
説
に
お
い
て
、「
諸
君
は
久

し
く
本
塾
の
気
風
に
養
わ
れ
て
独
立
の
義
を
知

る
者
」
と
し
た
上
で
、
そ
の
独
立
の
生
き
方
と

は
何
か
を
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
〝
慶
應
キ
ー
ワ
ー
ド
〞
に
込
め
ら
れ
た
先
生

の
思
い
や
そ
の
背
景
を
汲
み
取
る
た
め
に
は
、

先
生
の
主
著
だ
け
で
な
く
、
演
説
や
書
簡
等
の

様
々
な
資
料
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。し
か
し
、

全
二
十
二
巻
の
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
に
収
め
ら

れ
た
膨
大
な
著
述
の
中
か
ら
そ
れ
ら
を
選
び
だ

し
、
読
み
と
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　

義
塾
の
教
育
の
在
り
方
を
説
い
た
先
生
の
著

述
を
ま
と
め
た
も
の
に
は
、
昭
和
十
二
年
に
富

田
正
文
、
宮
崎
友
愛
両
氏
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

『
福
澤
文
選
』
と
、
普
通
部
が
一
昨
年
よ
り
毎

年
卒
業
生
に
記
念
に
渡
す
た
め
に
作
成
し
た
、

普
通
部
教
諭
大
久
保
忠
宗
君
ら
の
労
作
『
福
澤

諭
吉
文
撰
』
が
あ
る
が
、
前
者
は
絶
版
に
な
っ

『
福
澤
諭
吉
著
作
集　

第
五
巻

　
　

 

学
問
之
独
立　

慶
應
義
塾
之
記
』

山や
ま

内う
ち

慶け
い

太た

（
慶
應
義
塾
大
学
看
護
医
療
学
部
助
教
授
）
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