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新
入
生
の
皆
さ
ん
御
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
慶
應
義
塾
で
は
、

学
生
を
「
塾
生
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
今
日
か
ら
、
慶

應
義
塾
の
塾
生
で
す
。

　

塾
生
と
な
っ
た
皆
さ
ん
を
慶
應
義
塾
を
代
表
し
て
歓
迎
し
ま
す
。
こ
れ

か
ら
一
緒
に
学
ん
で
行
き
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
一
緒
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と

に
は
、
慶
應
義
塾
の
場
合
、
特
別
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
慶
應

義
塾
の
「
半
学
半
教
」
と
い
う
伝
統
で
す
。

　

明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
の
「
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束
」
で
は
、「
此こ
の

学

科
を
学
び
て
、
彼か
の

学
科
を
教お
し
う

る
者
は
、
一
方
よ
り
見
れ
ば
生
徒
に
し
て
、

一
方
よ
り
見
れ
ば
教
授
方
な
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
塾
生
は
得

意
な
こ
と
を
他
の
塾
生
に
教
え
、
一
方
で
は
他
の
塾
生
か
ら
そ
の
得
意
な

こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
に
、
教
え
て
も
ら
う
だ
け
で
は
な
く

教
え
る
役
割
も
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
は
、
塾
生
同
士
、
そ

し
て
塾
生
と
教
員
が
自
由
に
議
論
を
交
え
ら
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切

な
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

慶
應
義
塾
を
創
っ
た
福
澤
先
生
が
こ
う
し
た
半
学
半
教
を
強
調
し
た
背

景
に
は
、
学
問
に
完
成
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
教
員
も
生
徒
も
共
に
学
び
、

共
に
教
え
、
互
い
に
高
め
合
う
仲
間
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
、多
く
の
考
え
が
互
い
に
交
換
さ
れ
る「
多

事
争
論
」
こ
そ
が
文
明
を
進
歩
さ
せ
る
原
動
力
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

自
由
で
平
等
な
人
間
社
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
生
の
信

念
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
伝
統
は
、
学
生
同
士
、
そ
し
て
と
き
に
は
学
生
と
教
員
と
が
互
い

に
触
発
し
合
い
、
学
び
合
う
伝
統
と
し
て
、
今
日
の
慶
應
義
塾
に
も
脈
々

と
息
づ
い
て
い
ま
す
。
慶
應
義
塾
は
こ
の
伝
統
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

新
入
生
の
皆
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
積
極
的
に
授
業
や
課
外
活
動
に
参
加
し
、

互
い
に
触
発
し
合
い
、
高
め
合
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
こ
の
半
学
半
教

は
、
実
は
皆
さ
ん
が
卒
業
し
て
今
度
は
「
塾
員
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
も
、
塾
生
、
塾
員
、
教
職
員
の
慶
應
義
塾
社
中
（
慶
應
義
塾
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
）
で
の
営
み
と
し
て
続
い
て
い
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
入
学
は

そ
う
し
た
長
い
慶
應
義
塾
で
の
学
び
の
出
発
点
で
す
。

新
入
生
の
皆
さ
ん
へ

　

◉
塾
長　

清せ
い

家け

　
篤あ

つ
し

演
説
館

福
澤
先
生
と
そ
の
門
下
生
た
ち
は
、

西
洋
の
ス
ピ
ー
チ
、デ
ィ
ベ
ー
ト
を
研
究
し
、

わ
が
国
の「
演
説
」を
創
始
し
ま
し
た
。

三
田
演
説
館
は
、明
治
８
年
に
開
館
し
た

日
本
最
初
の
演
説
会
堂
で
す
。


