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◆
三
田
評
論
と
昭
和
一
〇
〇
年

入
塾
志
望
の
諸
君
へ

潮う
し
お

田だ

江こ
う

次じ

（
塾
長
）

今
年
も
亦ま

た

、
多
数
の
卒
業
生
を
送
る
と
同
時
に
、
新
塾
生
を
迎
え

る
時
期
が
到
来
し
た
。
数
千
の
わ
れ
わ
れ
の
同
志
が
日
本
の
指
導
者

層
に
ふ
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
寔ま

こ
と

に
悦
び
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
ま
た
数
千
の
後
輩
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来

る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
将
来
に
対
し
て
大
き
な
期
待

を
抱
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

本
塾
を
志
望
さ
れ
る
諸
君
は
、
す
で
に
色
々
の
機
会
に
、
福
澤
先

生
や
慶
應
義
塾
の
こ
と
を
多
少
な
が
ら
学
び
知
っ
て
居
ら
れ
る
こ
と

と
は
思
う
が
、
本
塾
を
志
願
さ
れ
る
以
上
、
慶
應
義
塾
が
ど
ん
な
学

校
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
承
知
し
て
お
い
て
戴
き
た
い
。

「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
」
と
い

う
言
葉
は
、
毎
週
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
大
抵
の
人
は

知
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ
れ
は
福
澤
先
生
の
言
葉
で
、「
学

問
の
す
ゝ
め
」
の
冒
頭
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
が
本
塾

の
精
神
で
あ
っ
て
、
慶
應
義
塾
は
創
立
九
十
四
年
自
由
民
主
の
学
校

と
し
て
終
始
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
封
建
の
遺
風
や
権
力
政
治

の
習
性
が
根
強
く
は
び
こ
っ
て
い
た
日
本
に
於
て
、
独
り
慶
應
義
塾

で
は
民
主
精
神
が
全
く
自
然
の
裡
に
日
常
当
然
の
こ
と
と
し
て
実
践

さ
れ
、
か
く
し
て
一
世
紀
近
く
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
這し

ゃ

般は
ん

の
戦
争
の
結
果
、
わ
が
国
が
民
主
国
家
と
し
て
再
建
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
も
、
本
塾
で
は
何
事
も
変
更
す
る
必
要

が
な
い
の
で
あ
る
。
否
な
慶
應
義
塾
の
も
り
建
て
て
来
た
精
神
が
、

そ
の
ま
ま
戦
後
わ
が
国
教
育
の
根
本
精
神
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

戦
時
中
の
規
律
訓
練
に
な
れ
た
者
が
塾
に
入
っ
た
と
き
に
は
、
何

と
い
う
だ
ら
し
の
な
い
学
校
だ
と
思
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
事
実
わ
れ
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わ
れ
の
時
代
に
於
て
も
、
地
方
か
ら
上
京
し
て
慶
應
義
塾
に
入
学
し

て
み
る
と
、
ま
る
で
纏
り
の
な
い
学
校
だ
と
い
う
感
じ
を
も
っ
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
戦
後
に
な
っ
て
、
三
田
に
来
た
学
生
の
う
ち
に
は
、
却

っ
て
慶
應
義
塾
を
保
守
的
な
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
た
者
が
あ
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
戦
後
の
わ
が
国
社
会
は
周
知
の
よ
う
に
、

甚
だ
無
軌
道
な
且
つ
乱
雑
な
様
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
か
ら
自
然
の
規
律
を
も
っ
た
塾
に
入
っ
て
み
る
と
、
何
と
な
く

固
い
、
が
っ
ち
り
し
た
と
こ
ろ
だ
と
感
ず
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
或
は
諸
君
の
う
ち
に
も
、
そ
う
し
た
感
じ
を
抱
く
者
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
厳
然
と
し
た
塾
風
が
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

世
間
自
体
が
、
ち
ぢ
こ
ま
っ
た
り
、
或
は
行
き
過
ぎ
た
り
し
て
い

る
間
に
、
慶
應
義
塾
で
は
一
世
紀
に
亘
り
変
る
こ
と
な
く
、
伸
び
伸

び
と
自
由
民
主
の
精
神
を
実
践
し
、
不
動
の
規
律
が
自
ら
生
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

塾
に
は
、
自
由
を
珍
し
が
っ
て
、
無
暗
に
物
を
こ
わ
し
た
り
、
人

に
突
っ
か
か
っ
た
り
す
る
者
は
い
な
い
。
独
立
自
尊
い
や
し
く
も
外

に
対
し
て
己
れ
の
権
威
を
軽
ん
ず
る
こ
と
を
し
な
い
と
同
時
に
、
無

礼
の
言
を
吐
き
、
無
作
法
に
振
舞
っ
て
得
意
に
な
る
よ
う
な
者
は
、

塾
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
師
弟
朋
友
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
物
を

言
い
語
り
論
じ
、
し
か
も
互
に
礼
儀
を
失
わ
ず
、
作
法
あ
り
、
相
和

し
相
親
ん
で
一
家
を
成
す
の
が
塾
風
な
の
で
あ
る
。

塾
で
は
、
大
学
生
と
な
る
と
、
紳
士
と
し
て
こ
れ
を
取
扱
う
の
が

自
然
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
事
こ
ま
か
に
干
渉
が
ま
し
い

こ
と
は
し
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
学
生
諸
君
が
勝
手
気
儘
な
振
舞

を
し
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
行
動
に
は
自
ら
責
任
を

も
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
気き

慨が
い

を
も
っ
て
学
問
、
文
化

活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
等
に
精
進
出
来
る
よ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
青

年
諸
君
に
入
塾
し
て
戴
き
た
い
と
思
う
。

今
年
の
志
願
者
は
愈
々
激
増
し
、
恐
ら
く
九
十
四
、五
％
の
方
々

は
そ
の
志
望
を
達
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
た
致

し
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
仮た

と
い令

入
塾
出
来
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
の
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
民
主
日
本
に
と
っ

て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
研
究

実
践
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

【
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
二
月
号
（
五
五
二
号
）
掲
載
】

（
潮
田
は
塾
長
（
一
九
四
七
～
一
九
五
六
）。
戦
後
復
興
に
尽
力
す
る
。
本

稿
で
は
、
戦
前
、
戦
後
と
時
勢
に
流
さ
れ
な
い
慶
應
義
塾
の
塾
風
を
示
す
。

『
三
田
評
論
』
は
長
い
休
刊
期
間
を
経
て
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年

十
月
に
五
五
〇
号
と
し
て
復
刊
。
掲
載
号
は
復
刊
三
号
に
当
た
る
。）




