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左
の
一
編
は
、
去
月
廿
三
日
、
府
下
芝
区
三
田
慶
応
義
塾

　
　
　
　
　
　
　
邸
内
演
説
館
に
お
い
て
、
同
塾
生 

褒  

賞  

試  

文 

ほ
う
し
ょ
う
し
ぶ
ん

披
露
の

　
　
　
　
　
　
　
節
、
福
沢
先
生
の
演
説
を
筆
記
し
た
る
も
の
な
り
。

　
余
か
つ
て
い
え
る
こ
と
あ
り
。 

養  

蚕 

よ
う
さ
ん

の
目
的
は
蚕
卵
紙

た
ね
が
み

を
作
る
に
あ
ら

ず
し
て
糸
を
作
る
に
あ
り
、
教
育
の
目
的
は
教
師
を
作
る
に
あ
ら
ず
し
て
実

業
者
を
作
る
に
あ
り
、
と
。
今
、
こ
の
意
味
を
お
し
ひ
ろ
め
て
申
さ
ん
に
、

そ
も
そ
も
我
が
開
国
の
初
よ
り
維
新
後
に
い
た
る
ま
で
、
天
下
の
人
心
、
皆

西
洋
の
文
明
を
悦
よ
ろ
こび
て
、
こ
れ
に
移
ら
ん
と
す
る
に
急
な
れ
ば
、
人
を
求
む

る
こ
と
も
ま
た
急
に
し
て
、
い
や
し
く
も
横
文
字
読
む
人
と
あ
れ
ば
、
そ
の
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学
芸
の
種
類
を
問
わ
ず
、
そ
の
人
物
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
用

い
た
れ
ど
も
、
限
な
き
の
用
に
供
す
る
に
限
あ
る
の
人
を
も
っ
て
す
、
も
と

よ
り
引
足
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
か
つ
そ
の
時
の
学
者
な
る
も
の
は
、
何
学
を

学
び
た
る
何
学
士
と
申
す
わ
け
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
実
際
に
の
ぞ
み
て
知
ら

ざ
る
事
も
多
け
れ
ば
、
こ
れ
に
て
は
行
く
す
え
頼
母
た
の
も
し
か
ら
ず
と
て
、
こ
こ

に
お
い
て
か
教
育
の
説
起
り
、
新
た
に
学
者
を
作
り
出
だ
さ
ん
こ
と
に
熱
心

し
て
、
朝
野
と
も
に
人
を
教
う
る
に
忙
わ
し
く
、
維
新
以
来
十
数
年
の
間
、

か
つ
て
少
し
も
怠
る
こ
と
な
し
。

　
当
初
の
考
に
は
、
我
が
日
本
国
の
不
文
不
明
な
る
は
教
育
の
あ
ま
ね
か
ら

ざ
る
が
た
め
の
み
、
教
育
さ
え
行
届
け
ば
文
明
富
強
は
日
を
期
し
て
い
た
す

べ
し
、
と
の  

胸    

算  

き
ょ
う
さ
ん

に
て
あ
り
し
が
、
さ
て
今
日
に
い
た
り
て
実
際
の
模
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様
を
見
る
に
、
教
育
は
な
か
な
か
よ
く
行
き
と
ど
き
て
字
を
知
る
者
も
多
く
、

一
芸
一
能
に
達
し
た
る
専
門
の
学
者
も
少
な
か
ら
ず
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
前

年
の
所
望
は
や
や
達
し
た
る
姿
な
れ
ど
も
、
こ
れ
が
た
め
に
国
の
文
明
富
強

を
い
た
し
た
る
の
証
拠
と
て
は
、
は
な
は
だ
少
な
き
が
如
し
。
そ
の
事
情
を

語
る
に
は
言げん
長
け
れ
ば
、
手
近
く
一
例
を
あ
げ
て
示
さ
ん
に
、
一
国
の
富
は

一
個
人
の
富
の
集
ま
り
た
る
も
の
な
り
と
の
事
は
、
争
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の

な
ら
ん
。

　
さ
れ
ば
か
の
文
明
富
強
の
根
本
た
る
教
育
を
受
け
た
る
者
が
、
国
を
富
ま

す
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
自
身
の
富
を
い
た
す
の
必
要
な
る
は
申
す
ま
で

も
な
き
こ
と
な
る
に
、
世
間
の
実
際
は
こ
れ
に
反
し
、
お
よ
そ
我
が
国
の
学

者
と
し
て
大
い
に
資
産
を
作
り
出
だ
し
た
る
も
の
を
見
ず
。
い
か
な
る
専
門
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の
一
芸
一
能
を
手
に
入
れ
た
る
人
物
に
て
も
、
一
事
一
業
を
起
し
て
富
を
い

た
し
た
る
の
談
を
聞
か
ず
。

　
あ
る
い
は
た
ま
た
ま
豊
に
生
活
し
て
多
少
の
余
財
あ
る
者
も
あ
る
べ
し
と

い
え
ど
も
、
そ
の
財
は
、
本
人
が
教
育
上
に
授
け
ら
れ
た
る
芸
能
を
天
下
の

殖
産
社
会
に
活
用
し
て
得
た
る
財
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
幸
に
官
途
に
用
い
ら

れ
、
さ
し
た
る
用
も
な
け
れ
ど
も
、
き
ま
り
の
俸
給
に
衣
食
し
て
、
少
々
ず

つ
そ
の
余
り
を
積
み
貯
え
た
る
も
の
よ
り
外
な
ら
ず
。
そ
の
有
様
は
、
心
身

に
働
な
き
孤
児
・
寡
婦
が
、
遺
産
の
公
債
証
書
に
衣
食
し
て
、
毎
年
少
々
ず

つ
の
金
を
余
ま
す
も
の
に
等
し
。
天
下
の
先
覚
、
憂
世
の
士
君
子
と
称
し
、

し
か
も
そ
の
身
に
抜
群
の
芸
能
を
得
た
る
男
子
が
、
そ
の
生
活
は
い
か
ん
と

問
わ
れ
て
、
孤
児
・
寡
婦
の
は
か
り
ご
と
を
学
ぶ
と
は
、
驚
き
入
っ
た
る
次
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第
に
し
て
、
文
明
活
溌
の
眼
ま
な
こを
も
っ
て
評
す
れ
ば
、
た
だ
憐
む
べ
き
の
み
。

　
試
み
に
西
洋
諸
国
の
工
商
社
会
を
見
れ
ば
、
某
な
に
が
しは
何
々
の
工
事
を
企
て
て

何
十
万
円
を
得
た
り
、
某
は
何
々
の
商
売
に
何
百
万
の
産
を
な
し
た
り
と
い

う
、
そ
の
人
の
身
は
、
必
ず
学
校
よ
り
出
で
た
る
者
に
し
て
、  

少    

小  

し
ょ
う
し
ょ
う
教

育
の
所
得
を
、
成
年
の
後
、
殖
産
の
実
地
に
施
し
、
も
っ
て
一
身
一
家
の
富

を
い
た
し
た
る
者
に
し
て
、
世
に
名
声
も
香
か
ん
ばし
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
少
壮
の

時
よ
り
政
府
の
官
に
つ
き
、
月
給
を
蓄
積
し
て
富
豪
の
名
を
成
し
た
る
者
あ

る
を
聞
か
ず
。
も
し
も
こ
れ
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
守
銭
奴
と
し
て
世
に
齢
よ
わ
いせ

ら
れ
ざ
る
こ
と
な
ら
ん
。
さ
れ
ば 
今  
日 
こ
ん
に
ち

、
我
が
日
本
国
の
教
育
を
蒙
り
た

る
学
者
は
、
と
う
て
い
殖
産
の
社
会
に
適
用
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。
殖
産
に

不
適
当
な
る
人
物
な
れ
ば
、
い
か
な
る
卓
識
の
先
生
も
、
い
か
な
る
専
門
芸
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能
の
学
士
も
、
碁
客
ご
か
く
将
棋
師
に
等
し
く
し
て
、
と
て
も
一
家
の
富
を
起
す
に

足
ら
ず
。
一
家
富
ま
ざ
れ
ば
一
国
富
む
の
日
あ
る
べ
か
ら
ず
。
教
育
の
目
的
、

齟そ
齬ご
し
た
る
も
の
と
い
う
べ
し
。

　
日
本
の
教
育
が
な
に
ゆ
え
に
か
く
も
齟
齬
し
た
る
や
と
尋
ぬ
る
に
、
教
育

さ
え
行
き
と
ど
け
ば
、
文
明
の
進
歩
、
一
切
万
事
、
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
は

な
し
と
信
じ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
教
育
を
人
間
世
界
に
用
う
る
の
工
風
を
忘

れ
た
る
の
罪
な
り
と
答
え
ざ
る
を
え
ず
。
人
間
世
界
は
存
外
に
広
く
し
て
存

外
に
俗
な
る
も
の
な
り
。
文
明
の
頂
上
と
称
す
る
国
々
に
於
て
も
な
お
か
つ

然
り
。
ま
し
て
日
本
の
如
き
、
そ
の
文
明
の
実
価
は
と
も
か
く
も
、
西
洋
流

の
文
明
に
つ
い
て
は
す
べ
て
不
案
内
な
る
こ
の
人
民
に
向
い
、
高
尚
な
る
学

校
教
場
の
知
見
を
丸
出
し
に
し
て
実
地
の
用
に
適
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
浮
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世
の
よ
う
に
行
わ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
明
白
な
る
時
勢
と
も
心
付
か
ず
し
て
、

我
が
国
人
は
教
育
の
熱
心
自
か
ら
禁
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
次
第
次
第
に
高
き

を
勉
め
て
止
ま
る
を
知
ら
ず
、
俗
世
界
は
い
ぜ
ん
と
し
て
卑ひく
く
、
教
育
法
は

ま
す
ま
す
高
く
、
学
校
は
あ
た
か
も 

塵 

俗 

外 

じ
ん
ぞ
く
が
い
の
仙
境
に
し
て
、
こ
の
境
内

に
閉
居
就
学
す
る
こ
と
幾
年
な
れ
ば
、
そ
の
年
月
の
長
き
ほ
ど
に
ま
す
ま
す

人
間
世
界
の
事
を
忘
却
し
て
、
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
軽
蔑
す
る
が
ゆ
え
に
、
浮

世
の
人
も
ま
た
学
者
と
と
も
に
語
る
を
厭いと
い
、
工
業
に
も
商
売
に
も
こ
れ
と

と
も
に
事
を
と
も
に
せ
ん
と
す
る
も
の
と
て
は
一
人
も
な
く
、
た
だ
学
者
と

聞
け
ば
例
の
仙
人
な
り
と
認
め
て
、
た
だ
外
面
に
こ
れ
を
尊
敬
す
る
の
風
を

装
い
、
「
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
る
」
の
み
な
れ
ば
、
学
者
も
ま
た
こ
れ
に

近
づ
く
を
屑
い
さ
ぎ
よ
しと
せ
ず
、
さ
り
と
て
俗
を
破
り
て
独
立
の
事
業
を
く
わ
だ
つ
る
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の
気
力
も
な
く
、
ま
ず
そ
の
身
に
慣
れ
た
る
学
校
世
界
に
引
籠
り
て
人
を
教

う
る
業
に
つ
く
、
す
な
わ
ち
学
校
の
教
育
に
よ
り
学
校
の
教
員
を
生
ず
る
こ

と
多
き
ゆ
え
ん
に
し
て
、
し
た
が
っ
て
教
え
ら
れ
て
、
し
た
が
っ
て
教
員
と

な
り
、
際
限
あ
る
こ
と
な
し
。

　
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
数
年
来
、
世
の
教
育
家
な
る
者
が
、
学
問
を
尊
び

俗
世
界
を
賤
し
む
こ
と
、
両
様
と
も
に
は
な
は
だ
し
き
に
す
ぎ
、
高
尚
至
極

な
る
学
問
の
型
の
中
に
無
理
に
凡
俗
を
包
羅
ほ
う
ら
し
て
、
新
奇
の
形
を 

鋳  

冶 

ち
ゅ
う
や

せ

ん
と
し
て
、
か
え
っ
て
そ
の
凡
俗
を
容
る
る
こ
と
は
で
き
ず
し
て
、
大
切
な

る
教
育
を
孤
立
せ
し
め
、
自
か
ら
偏
窟
に
陥
り
た
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

ず
。
自
今
以
後
と
て
も
、
教
育
家
が
こ
の
辺
に
心
付
か
ず
し
て
、
た
だ
教
育

法
の
高
尚
な
る
を
求
め
、
国
民
の
智
徳
の
高
さ
と
文
明
の
学
理
の
高
さ
と
、
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ほ
ぼ
相あい
当あた
ら
し
む
べ
き
の
要
を
知
ら
ず
し
て
、
今
の
ま
ま
の
方
向
に
進
み
た

ら
ん
に
は
、
国
中
ま
す
ま
す
教
師
を
生
ず
る
の
み
に
し
て
、
実
業
に
つ
く
者

な
く
、
は
じ
め
に
い
え
る
如
く
、
蚕
を
養
う
て
蚕
卵
を
生
じ
、
そ
の
卵
を
孵

化
し
て
ま
た
卵
を
生
じ
、
つ
い
に
養
蚕
の
目
的
た
る
糸
を
見
ざ
る
に
等
し
き

の
奇
観
を
呈
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。

　
我
が
慶
応
義
塾
の
教
育
法
は
、
学
生
諸
氏
も
す
で
に
知
る
如
く
、
創
立
の

そ
の
時
よ
り
実
学
を
勉
め
、
西
洋
文
明
の
学
問
を
主
と
し
て
、
そ
の
真
理
原

則
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
な
は
だ
し
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
は 

一  

毫 

い
ち
ご
う

の
猶
予
ゆ
う
よ

を
仮か
さ
ず
、
無
理
無
則
、
こ
れ
我
が
敵
な
り
と
て
、
あ
た
か
も
天
下
の
公
衆

を
相
手
に
取
り
て
憚
は
ば
かる
と
こ
ろ
な
く
、
古
学
主
義
の
生
存
す
る
と
こ
ろ
を
許

さ
ざ
る
ほ
ど
に
戦
う
者
な
り
と
い
え
ど
も
、
ま
た
一
方
よ
り
見
れ
ば
、
学
問
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教
育
を
軽
蔑
す
る
こ
と
も
ま
た
、
は
な
は
だ
し
。

　
け
だ
し
そ
の
こ
れ
を
軽
蔑
す
る
と
は
、
学
理
を
妄
談
な
り
と
し
て
侮
あ
な
どる
に

非
ず
、
た
だ
こ
れ
を
手
軽
に
み
な
し
て
、
い
か
な
る
俗
世
界
の
些
末
事

さ
ま
つ
じ

に
関

し
て
も
、
学
理
の
入
る
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
の
旨
を
主

張
し
、
内
に
あ
り
て
は
人
生
の
一
身
一
家
の
世
帯
よ
り
、
外
に
出
て
は
人
間

の
交
際
、
工
商
の
事
業
に
い
た
る
ま
で
、
事
の
大
小
遠
近
の
別
な
く
、
一
切

万
事
、
我
が
学
問
の
領
分
中
に
包
羅
ほ
う
ら
し
て
、
学
事
と
俗
事
と
連
絡
を
容
易
に

す
る
の
意
な
り
。
語
を
か
え
て
い
え
ば
、
学
問
を
神
聖
に
取
扱
わ
ず
し
て
、

通
俗
の
便
宜
に
利
用
す
る
の
義
な
り
。

　
ゆ
え
に
本
塾
の
教
育
は
、
ま
ず
文
学
を
主
と
し
て
、
日
本
の
文
字
文
章
を

奨
励
し
、
字
を
知
る
た
め
に
は
漢
書
を
も
用
い
、
学
問
の
本
体
は
す
な
わ
ち
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英
学
に
し
て
、
英
字
、
英
語
、
英
文
を
教
え
、
物
理
学
の
普
通
よ
り
、
数
学
、

地
理
、
歴
史
、
簿
記
法
、
商
法
律
、
経
済
学
等
に
終
り
、
な
お
英
書
の
難
文

を
読
む
の
修
業
と
し
て
、
時
と
し
て
は
高
尚
至
極
の
原
書
を
講
ず
る
こ
と
も

あ
り
。
ま
た
道
徳
の
課
に
い
た
り
て
は
、
特
別
に
何
主
義
を
限
ら
ず
、
た
だ

教
師
朋
友
相
互
の 
責  

善 
せ
き
ぜ
ん

談
話
を
も
っ
て
根
本
と
な
し
、
そ
の
読
む
と
こ
ろ

の
書
は
人
々
の
随
意
に
任
じ
、
嘉
言
善
行
の
実
を
し
て
お
の
ず
か
ら
塾
窓
の

中
に
盛
な
ら
し
む
る
を
勉
む
る
の
み
。

　
か
く
の
如
く
し
て
多
年
の
成
跡
を
見
る
に
、
幾
百
の
生
徒
中
、
時
に
あ
る

い
は
不
行
状
の
者
な
き
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
他
の
公
私
諸
学
校
の
生
徒
に

比
し
て
、
我
が
慶
応
義
塾
の
生
徒
は
徳
義
の
薄
き
者
に
非
ず
、
否い
な
そ
の
品

行
の
方
正
謹
直
に
し
て
、
世
事
に
政
談
に
も
っ
と
も
着
実
の
名
を
博
し
、
塾
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中
、
つ
ね
に 

静  

謐 

せ
い
ひ
つ

な
る
は
、
あ
る
い
は
他
に
比
類
を
見
る
こ
と
稀まれ
な
る
べ

し
。

　
明
治
十
九
の
歳
華
さ
い
か
す
で
に
改
ま
り
て
、
慶
応
義
塾
の
教
育
法
は
大
い
に
改

ま
る
に
非
ず
と
い
え
ど
も
、
一
陽
来
復
と
と
も
に
こ
の
旧
教
育
法
に
新
鮮
の

生
気
を
あ
た
う
る
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
要
用
な
る
べ
し
。
そ
の
生
気
と
は
何

ぞ
や
。
本
塾
の
実
学
を
し
て
ま
す
ま
す
実
な
ら
し
め
、
細
大
洩も
ら
さ
ず
、
す

べ
て
実
際
の
知
見
を
奨
励
し
、
満
塾
の
学
生
を
し
て 

即  

身 

そ
く
し
ん

実
業
の
人
と
な

ら
し
め
、
か
の
養
蚕
の
卵
よ
り
卵
を
生
ず
る
に
等
し
く
、
本
塾
に
卒
業
し
た

る
者
が
た
だ
わ
ず
か
に
学
校
の
教
師
と
な
る
か
、
ま
た
は
役
人
と
な
り
て
、

孤
児
・
寡
婦
の
生
計
を
学
ぶ
な
ど
い
う
無
気
無
腸
の
そ
し
り
を
免
か
れ
、
独

立
男
子
の
名
に
は
ず
る
こ
と
な
か
ら
し
む
る
の
工
風
な
り
。
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従
来
、
本
塾
出
身
の
学
士
が
、
善
く
人
事
に
処
し
て
迂
闊
う
か
つ
な
ら
ず
と
の
こ

と
は
、
つ
ね
に
世
に
称
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
吾
々
は
な
お
こ
れ
に

安
ん
ず
る
を
得
ず
。
よ
っ
て
本
月
初
旬
よ
り
、
内
外
の
社
員
教
員
相
と
も
に

談
じ
た
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
今
都
合
次
第
に
し
た
が
い
、
教
場
ま
た
教
則

に
少
し
く
趣
を
変
ず
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
学
生
諸
氏
は
決
し
て
こ
れ
を
怪

し
む
な
か
れ
。
吾
々
は
諸
氏
の
自
尊
自
重
を
助
成
す
る
者
な
り
。

　
本
塾
に
入
り
て
勤
学
数
年
、
卒
業
す
れ
ば
、
銭ぜに
な
き
者
は
即
日
よ
り
工
商

社
会
の
書
記
、
手
代
、
番
頭
と
な
る
べ
く
、
あ
る
い
は
政
府
が
人
を
と
る
に
、

よ
う
や
く
実
用
を
重
ん
ず
る
の
風
を
成
し
た
ら
ば
、
官
途
の
営
業
も
ま
た
容

易
な
る
べ
く
、
幸
に
し
て
資
本
あ
る
者
は
、
新
た
に
一
事
業
を
起
し
て
独
立

活
動
を
試
み
ん
べ
く
、
あ
る
い
は
地
方
の
故
郷
に
帰
り
て
、
た
だ
ち
に
父
兄
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を
助
け
、
ま
た
は
家
を
相
続
し
て
、
た
し
か
に
遺
産
を
保
護
し
、
ま
た
増
殖

す
る
の
知
見
と
胆
力
と
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
本
来
無
き
家
産

を
新
た
に
起
す
は
、
も
と
よ
り
難
し
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
有
る
家
産
を
守

る
も
ま
た
、
は
な
は
だ
易
か
ら
ず
し
て
、
そ
の
難
易
は
い
ず
れ
と
も
明
言
し

難
き
ほ
ど
の
も
の
な
れ
ば
、
貧
富
と
も
に
勉
む
べ
き
は
学
問
に
し
て
、
た
だ

そ
の
教
場
を
し
て
仙
境
な
ら
し
め
ざ
る
こ
と
、
吾
々
の
つ
ね
に
注
意
し
て
怠

ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
学
生
諸
氏
も
お
の
お
の
自
か
ら
心
し
て
こ
の
注
意

を
空
し
ゅ
う
せ
し
む
る
な
か
れ
。
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