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あ
る
人
い
わ
く
、
慶
応
義
塾
の
学
則
を
一
見
し
、
そ
の
学
風
を
伝
聞
し
て
も
、
初
学
の
輩はい
は
も
っ
ぱ
ら

物
理
学
を
教
う
る
と
の
こ
と
、
我
が
輩
の
も
っ
と
も
賛
誉
す
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
学
生
の
年
よ
う
や
く

長
じ
て
、
そ
の
上
級
に
達
す
る
者
へ
は
、
哲
学
・
法
学
の
大
意
、
ま
た
は
政
治
・
経
済
の
書
を
も
研
究
せ

し
む
る
と
い
う
。

　
そ
も
そ
も
義
塾
の
生
徒
、
そ
の
年
長
ず
る
と
い
う
も
、
二
十
歳
前
後
に
し
て
、
二
十
五
歳
以
上
の
者
は

稀
な
る
べ
し
。
概
し
て
こ
れ
を  

弱    

冠  

じ
ゃ
っ
か
ん

の
年
齢
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
た
と
い 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

の
才
あ
る
も
、

社
会
人
事
の
経
験
に
乏
し
き
は
、
む
ろ
ん
に
し
て
、
い
わ
ば
無
勘
弁
の
少
年
と
評
す
る
も
不
当
に
非
ざ
る

べ
し
。
こ
の
少
年
を
し
て
政
治
・
経
済
の
書
を
読
ま
し
む
る
は
危
険
に
非
ず
や
。
政
治
・
経
済
、
も
と
よ

り
そ
の
学
を
非
な
り
と
い
う
に
非
ざ
れ
ど
も
、
こ
れ
を
読
み
て
世
の
安
寧
を
助
く
る
と
、
こ
れ
を
妨
ぐ
る

と
は
、
そ
の
人
に
存
す
る
の
み
。

　
余
輩
の
所
見
に
て
は
、
弱
冠
の
生
徒
に
し
て
こ
れ
ら
の
学
に
つ
く
は
、
な
お
早
し
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。

そ
の
危
険
は
小
児
を
し
て
利
刀
を
弄ろう
せ
し
む
る
に
異
な
ら
ざ
る
べ
し
。
い
わ
ん
や
近
来
は
世
上
に
政
談
流

行
し
て
、
物
論
は
な
は
だ
喧
か
し
まし
き
時
節
な
る
に
お
い
て
を
や
。
人
の
子
を
教
う
る
の
学
塾
に
し
て
、
か
え

っ
て
、
こ
れ
を
傷
そ
こ
なう
の
憂
い
な
き
を
期
す
べ
か
ら
ず
、
云
々
と
。
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我
が
輩
、
こ
の
忠
告
の
言
を
案
ず
る
に
、
あ
る
人
の
所
見
に
お
い
て
、
つ
ま
り
政
治
経
済
学
の
有
用
な

る
は
明
ら
か
な
れ
ど
も
、
こ
れ
を
学
び
て
世
を
害
す
る
と
否
と
は
、
そ
の
人
に
存
す
。  

弱    

冠  

じ
ゃ
っ
か
ん

の
書
生

は
、
多
く
は
無
勘
弁
に
し
て
、
そ
の
人
に
非
ず
と
い
う
こ
と
な
ら
ん
。
こ
の
言
、
ま
こ
と
に
是ぜ
な
り
。

　
事
物
に
つ
き
是
非
判
断
の
勘
弁
な
く
し
て
、
こ
れ
を
取
扱
う
と
き
は
、
必
ず
益
な
く
し
て
害
を
い
た
す

べ
き
や
明
ら
か
な
り
。
馬
を
撰
ば
ず
し
て
、
み
だ
り
に
乗
れ
ば
落
つ
る
こ
と
あ
り
。
食
物
を
撰
ば
ず
し
て

み
だ
り
に
食くら
え
ば
毒
に
あ
た
る
こ
と
あ
り
。
判
断
の
明めい
、
ま
こ
と
に
大
切
な
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
た
だ
こ

れ
を
大
切
な
り
と
い
う
の
み
に
て
は
、
未
だ
も
っ
て
議
論
の
つ
き
た
る
も
の
に
非
ず
。
ゆ
え
に
今
こ
の
問

題
に
付
て
は
、
人
に
し
て
こ
の
明
識
を
有
す
る
と
有
せ
ざ
る
と
の
原
因
は
い
か
ん
、
こ
れ
を
養
う
の
方
法

は
い
か
に
し
て
可
な
ら
ん
と
て
、
そ
の
原
因
を
尋
ね
、
そ
の
方
法
を
求
め
て
、
は
じ
め
て
議
論
の
局
を
結

ぶ
べ
き
な
り
。

　
お
よ
そ
物
の
有
害
無
害
を
知
ら
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
性
質
を
知
る
こ
と
緊
要
な
り
。
そ
の
性
質

を
知
ら
ん
と
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
物
を
見
る
こ
と
緊
要
な
り
。
熱
国
の
人
民
は
氷
を
見
た
る
こ
と
な
し
。

ゆ
え
に
そ
の
性
質
を
知
ら
ず
。
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
働
の
有
害
な
る
か
無
害
な
る
か
を
知

ら
ざ
る
な
り
。
ま
た
、
人
の
天
然
に
お
い
て
奇
異
を
好
む
は
、
そ
の
性
な
り
。
山
国
の
人
は
海
を
見
て
悦
よ
ろ
こ

び
、
海
辺
の
人
は
山
を
見
て
楽
し
む
。
生
来
、
そ
の
耳
目
に
慣
れ
ず
し
て
奇
異
な
れ
ば
な
り
。
而
し
こ
うし
て
そ
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の
こ
れ
を
悦
び
、
こ
れ
を
楽
し
む
の
情
は
、
そ
の
慣
れ
ざ
る
の
は
な
は
だ
し
き
に
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す

切せつ
に
し
て
、
往
々
判
断
の
明
識
を
失
う
者
多
し
。
仏
蘭
西
の
南
部
は
葡
萄
の
名
所
に
し
て
酒
に
富
む
。
而

し
て
そ
の
本
部
の
人
民
に
は
は
な
は
だ
し
き
酒
客
を
見
ざ
れ
ど
も
、
酒
に
乏
し
き
北
部
の
人
が
、
南
部
に

遊
び
、
ま
た
こ
れ
に
移
住
す
る
と
き
は
、
葡
萄
の
美
酒
に
惑
溺
し
て
自
か
ら
こ
れ
を
禁
ず
る
を
知
ら
ず
、

つ
い
に
そ
の
財
産
生
命
を
も
あ
わ
せ
て
失
う
者
あ
り
と
い
う
。

　
ま
た
日
本
に
て
は
、
貧
家
の
子
が
菓
子
屋
に
奉
公
し
た
る
初
に
は
、
甘かん
を
な
め
て
自
か
ら
禁
ず
る
を
知

ら
ず
、
た
だ
こ
れ
を
随
意
に
任
し
て
そ
の
飽
く
を
待
つ
の
外
に
術すべ
な
し
と
い
う
。
ま
た
東
京
に
て
花
柳
に

戯
れ
遊
冶
ゆ
う
や
に
ふ
け
り
、
放
蕩
無
頼
の
極
に
達
す
る
者
は
、
古
来
東
京
に
生
れ
た
る
者
に
少
な
く
し
て
、
必

ず 

田 

舎 

漢 

い
な
か
も
の

に
多
し
。
し
か
も
田
舎
に
て
昔
な
れ
ば
藩
士
の
律
儀
り
ち
ぎ
な
る
者
か
、
今
な
れ
ば
豪
家
の
秘
蔵
息

子
に
し
て
、
生
来
浮
世
の
空
気
に
触
る
る
こ
と
少
な
き
者
に
限
る
が
如
し
。
こ
れ
ら
の
例
を
か
ぞ
う
れ
ば

枚
挙
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。
あ
ま
ね
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
い
ず
れ
も
皆
人
生
奇
異
を
好
み
て
明
識

を
失
う
の
事
実
を
証
す
る
に
足
る
べ
し
。

　
ゆ
え
に
、
子
女
の
養
育
に
注
意
す
る
人
は
、
そ
の
よ
う
や
く
長
ず
る
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
世
間
の
人

事
に
あ
た
ら
し
む
る
の
要
用
な
る
を
知
り
、
あ
る
い
は
飲
酒
と
い
い
演
劇
と
い
い
、
謹
慎
着
実
な
る
父
母

の
目
に
は
面
白
か
ら
ぬ
事
な
が
ら
、
と
う
て
い
こ
れ
を
禁
ず
べ
き
に
非
ざ
れ
ば
、
こ
の
好
む
と
こ
ろ
に
任
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し
て
、
酒
を
も
飲
ま
し
め
、
演
劇
の
見
物
を
も
許
し
て
、
た
だ
こ
れ
を
節
す
る
の
緊
要
な
る
を
知
ら
し
む

る
の
み
。
あ
る 

西  

人 

せ
い
じ
ん

の
説
に
、
子
女
よ
う
や
く
長
じ
た
ら
ば
、
酒
を
飲
む
も
演
劇
を
見
物
す
る
も
、
初

は
ま
ず
父
母
と
と
も
に
し
て
、
次
第
に
独
歩
の
自
由
を
許
す
べ
し
と
い
う
者
あ
り
。
こ
の
説
、
は
な
は
だ

あ
た
る
が
如
し
。

　
右
に
述
ぶ
る
事
実
、
は
た
し
て
違たが
う
こ
と
な
く
ば
、
あ
る
人
の
憂
慮
す
る
少
年
書
生
の
無
勘
弁
な
る
者

を
導
き
て
、
こ
れ
に
勘
弁
の
力
を
附
与
し
、
そ
の
判
断
の
識
を
明
ら
か
な
ら
し
む
る
の
法
、
い
か
ん
し
て

可
な
ら
ん
。
身
を
終
る
ま
で
こ
れ
を
束
縛
し
て
、
政
治
経
済
等
の
書
を
見
る
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
か
。
少

年
は
終
身
の
少
年
に
非
ず
、
三
、
五
年
を
す
ぐ
れ
ば
屈
強
の
大
人
た
る
を
い
か
ん
せ
ん
。
政
治
経
済
は
有

用
の
学
な
り
、
大
人
に
し
て
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
は
不
都
合
な
ら
ん
。
今
一
歩
を
譲
り
、
人
生
は
徳
義
を
第

一
と
し
て
、
こ
れ
に
兼
ぬ
る
に
物
理
の
知
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
も
っ
て
社
会
の
良
民
た
る
に
恥
じ
ず
。

経
世
の
学
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
学
問
と
し
て
学
ば
ざ
る
も
、
お
の
ず
か
ら
社
会
の
実
際
に
あ
た
り
て
こ
れ

を
得
る
こ
と
容
易
な
り
。

　
た
と
え
ば
今
の
日
本
政
府
に
て
い
え
ば
、
大
蔵
の
官
吏
、
必
ず
し
も
経
済
学
を  

執    

行  

し
ゅ
ぎ
ょ
う

し
た
る
者
に

非
ず
、
文
部
の
官
吏
、
必
ず
し
も
教
育
論
を
研
究
し
た
る
に
非
ざ
る
も
、
そ
の
実
際
に
事
の
あ
が
る
は
今

日
の
如
し
。
ひ
っ
き
ょ
う
、
経
世
は
活
学
に
し
て
、
当
局
者
が
局
に
あ
た
り
て
後
の
練
磨
な
り
、
決
し
て
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学
校
よ
り
生
ず
る
も
の
に
非
ず
と
し
て
安
心
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
こ
こ
に
安
心
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

す
な
わ
ち
人
生
奇
異
を
好
む
の
性
情
に
し
て
、
た
と
い
少
年
を
徳
学
に
養
い
理
学
に
育
し
て
、
あ
た
か
も

こ
れ
を  
筐    

中  
き
ょ
う
ち
ゅ
う
に
秘
蔵
す
る
が
如
く
せ
ん
と
す
る
も
、
天
下
、
人
を
蔵
お
さ
むる
の
筐はこ
な
し
、
一
旦
の
機
に
逢

う
て
た
ち
ま
ち
破
裂
す
べ
き
を
い
か
ん
せ
ん
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
破
裂
の
勢
は
、
こ
れ
を
蔵
む
る
の
い
よ
い
よ

堅
固
に
し
て
、
時
日
の
い
よ
い
よ
久
し
き
そ
の
割
合
に
し
た
が
い
て
、
い
よ
い
よ
劇
烈
な
る
べ
し
。

　
た
と
え
ば
今
こ
こ
に
一
種
の
学
校
を
設
け
て
、
ま
っ
た
く
経
世
の
学
を
禁
じ
、
政
治
・
経
済
の
書
を
禁

じ
、
ま
た
歴
史
を
も
禁
じ
て
、
生
徒
を
養
う
こ
と
数
年
の
後
は
必
ず
成
業
に
い
た
ら
ん
。
そ
の
時
に
お
い

て
、
生
徒
の
所
得
は
理
学
・
徳
学
に
し
て
、
純
然
た
る
良
民
た
る
者
な
ら
ん
。
然
る
に
、
こ
の
良
民
が
家

に
あ
り
て
一
部
の
経
世
書
を
読
む
か
、
ま
た
は
外
に
出
で
て
一
夜
の
政
談
演
説
を
聴
き
、
し
か
も
そ
の
書
、

そ
の
演
説
は
、
す
こ
ぶ
る
詭
激
き
げ
き
奇
抜
の
民
権
論
に
し
て
、
人
を
驚
か
す
に
足
る
も
の
と
せ
ん
。
こ
こ
に
お

い
て
、
か
の
良
民
は
如
何
の
感
を
な
す
べ
き
や
。
聾
盲
と
み
に
耳
目
を
開
き
て
声
色
に
逢
う
が
如
く
、
一

時
は
心
事
を
顛
覆
す
る
や
必
せ
り
。
心
事
顛
覆
し
た
り
、
ま
た
判
断
の
明
識
あ
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
如

き
は
す
な
わ
ち
、
辛
苦
数
年
、
順
良
の
生
徒
を
養
育
し
て
、
一
夜
の
演
説
、
も
っ
て
そ
の
所
得
を
一
掃
し

た
る
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
た
だ
に
こ
れ
を
一
掃
す
る
の
み
な
ら
ず
、
順
良
の
極
度
よ
り
詭
激
の
極
度
に
移
る
そ
の
有
様
は
、
か
の
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仏
蘭
西
北
部
の
人
が
葡
萄
酒
に
酔
い
、
菓
子
屋
の
丁
稚
で
っ
ち
が
甘かん
に
耽ふけ
る
が
如
く
、
底
止
て
い
し
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ざ
る
に
い
た
る
べ
し
。
人
を
順
良
に
せ
ん
と
す
る
の
方
便
は
、
た
ま
た
ま
こ
れ
を
詭
激
に
導
く
の
助
け
を

な
し
、
目
的
の
齟そ
齬ご
す
る
、
こ
れ
よ
り
は
な
は
だ
し
き
は
な
し
。
ひ
っ
き
ょ
う
、
社
会
は 

活 

世 

界 

か
っ
せ
か
い

に
し

て
、
学
校
に
教
う
る
者
も 

活  

物 

い
き
も
の

な
れ
ば
、
学
ぶ
者
も
ま
た
活
物
な
り
。
こ
の
活
物
の
運
動
は
、
親
子
の

間
柄
に
て
も
な
お
か
つ
自
由
な
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
い
わ
ん
や
他
人
の
子
を
教
う
る
に
お
い
て
を
や
。
決

し
て
意
の
如
く
な
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
学
校
の
教
育
は
、
決
し
て
教
者
の
意
の
如
く
な
る
べ
き
も
の
に
非
ず
。
す
で
に
不
如
意
な
る
を
知
ら
ば
、

そ
の
不
如
意
に
処
す
る
の
法
を
案
ず
る
こ
そ
緊
要
な
れ
。
前
に
い
え
る
如
く
、
少
年
輩
が
や
や
も
す
れ
ば

経
世
の
議
論
を
吐
き
、
あ
る
い
は
流
行
の
政
談
に
奔
走
し
て
、
無
益
に
心
身
を
労
し
、
は
な
は
だ
し
き
は

国
安
妨
害
の
弊
に
陥
る
が
如
き
は
、
元も
と
そ
の
輩
の
無
勘
弁
な
る
が
た
め
な
り
。
そ
の
無
勘
弁
の
原
因
は

何
ぞ
や
。
真
成
の
経
世
論
を
知
ら
ざ
る
が
た
め
な
り
。
詭
激
の
経
世
論
、
も
と
よ
り
厭いと
う
べ
し
と
い
え
ど

も
、
そ
の
論
者
は
こ
れ
を
知
る
が
ゆ
え
に
論
ず
る
に
非
ず
、
知
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
論
ず
る
の
み
。

　
ゆ
え
に
我
が
慶
応
義
塾
に
お
い
て
は
、
上
等
の
生
徒
に
哲
学
・
法
学
あ
る
い
は
政
治
・
経
済
の
書
を
禁

ぜ
ざ
る
は
、
こ
れ
を
禁
ぜ
ず
し
て
、
そ
の
真
成
の
理
を
解
せ
し
め
、
是
非
判
断
の
識
を
明
ら
か
な
ら
し
め

ん
が
た
め
な
り
。
多
年
の
実
験
に
よ
っ
て
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
書
を
読
む
こ
と
い
よ
い
よ
深
き
者
は
、
い

8経世の学、また講究すべし



よ
い
よ
沈
黙
す
る
が
如
し
。
而
し
こ
うし
て
そ
の
黙
す
る
や
、
こ
れ
を
い
う
を
忘
れ
た
る
に
非
ず
、
時
あ
っ
て
い

う
と
き
は
、
そ
の
言
も
亦また
適
切
に
し
て
、
忌
憚
き
た
ん
す
る
と
こ
ろ
な
き
が
ゆ
え
に
、
時
と
し
て
は
俗
耳
を
驚
か

す
こ
と
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
た
だ
聴
者
不
学
の
罪
の
み
。
そ
の
適
例
は
近
き
に
あ
り
。

　
近
来
世
上
に
民
権
の
議
論
し
き
り
に
か
し
ま
し
く
し
て
、
外
国
に
も
先
例
な
き
が
如
き
そ
の
ゆ
え
ん
は

何
ぞ
や
。
今
の
民
権
論
者
は
近
来
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
論
旨
を
聞
き
得
て
、
そ
の
奇
異
に
驚
き
、
こ
れ
に

驚
き
、
こ
れ
に
動
揺
し
て
、
あ
た
か
も
聾
盲
の
耳
目
を
開
き
た
る
が
如
き
も
の
な
れ
ば
な
り
。
も
と
よ
り

そ
の
論
者
中
に
は
、
多
年
の
苦
学
勉
強
を
も
っ
て
、
内
に
知
識
を
蔵おさ
め
、
広
く
世
上
の
形
勢
を
察
し
て
、

大
い
に
奮
発
す
る
者
な
き
に
非
ず
。

　
我
が
輩
、
そ
の
人
を
知
ら
ざ
る
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
概
し
て
こ
れ
を
評
す
れ
ば
、
今
の
民
権
論
の
特

に
か
し
ま
し
き
は
、
と
く
に
不
学
者
流
の
多
き
が
ゆ
え
な
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
実
際
に
は
行
わ
れ
難

き
事
な
れ
ど
も
、
も
し
も
諸
方
に
行
わ
る
る
政
談
演
説
を
聴
き
て
、
そ
の
論
勢
の
寛
猛
粗
密
を
統
計
表
に

つ
く
り
て
見
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
い
よ
い
よ
粗
暴
に
し
て
言
論
の
無
稽
な
る
割
合
に
し
た
が
い
て
、

そ
の
演
説
者
も
い
よ
い
よ
不
学
な
り
と
の
事
実
を
発
明
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
他
な
し
、
経
世
の
事
を
論

じ
て
判
断
の
明めい
に
乏
し
け
れ
ば
な
り
。
ゆ
え
に
我
が
義
塾
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
卒
業
に
至
る
ま
で
は
、

た
だ
学
識
を
育
し
て
判
断
の
明
を
研みが
く
の
一
方
に
力
を
つ
く
し
、
業
成
り
塾
を
去
る
の
後
は
、
行
く
と
こ
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ろ
に
任
し
て
、
か
つ
て
そ
の
言
行
に
干
渉
す
る
な
し
と
い
え
ど
も
、
つ
ね
に
そ
の
軽
率
な
ら
ざ
る
を
祈
り
、

論
ず
る
と
き
は
大
い
に
論
じ
、
黙
す
る
と
き
は
大
に
黙
す
る
者
を
も
っ
て
、
真
に
我
が
社
友
と
認
む
る
の

み
。
た
だ
漫
然
た
る
江
湖
に
お
い
て
、
論
者
も
不
学
、
聴
者
も
不
学
、
た
が
い
に
不
学
無
勘
弁
の
下
界
げ
か
い
に

戦
う
者
は
、
捨
て
て
こ
れ
を
論
ぜ
ざ
る
な
り
。

10経世の学、また講究すべし
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