
学
問
の
す
ゝ
め
　
三
編

福
沢
諭
吉
著
　
　
国
は
同
等
な
る
事

　
凡
そ
人
と
さ
え
名
あ
れ
ば
、
富
め
る
貧
し
き
も
、
強

気
も
弱
気
も
、
人
民
も
政
府
も
、
そ
の
権
義
に
お
い
て

異
な
る
な
し
と
の
こ
と
は
、
第
二
編
に
記
せ
り
。
二
編

に
あ
る
権
理
通
義
の
四
字
を
略
し
て
、
こ
こ
に
は
た
だ

権
義
と
記
し
た
り
。
い
ず
れ
も
英
語
の
「
ラ
イ
ト
」
と

い
う
字
に
当
た
る
。
今
こ
の
義
を
拡
め
て
国
と
国
と
の

間
柄
を
論
ぜ
ん
。
国
と
は
人
の
集
り
た
る
も
の
に
て
、

日
本
国
は
日
本
人
の
集
り
た
る
も
の
な
り
、
英
国
は
英

国
人
の
集
り
た
る
も
の
な
り
。
日
本
人
も
英
国
人
も
等

し
く
天
地
の
間
の
人
な
れ
ば
、
互
い
に
そ
の
権
義
を
妨

ぐ
る
の
理
な
し
。
一
人
が
一
人
に
向
か
っ
て
害
を
加
う

る
理
な
く
ば
、
二
人
が
二
人
に
向
か
っ
て
害
を
加
う
る

の
理
も
な
か
る
べ
し
。
百
万
人
も
千
万
人
も
同
様
の
わ

け
に
て
、
物
事
の
道
理
は
人
数
の
多
少
に
由
っ
て
変
ず

べ
か
ら
ず
。
今
世
界
中
を
見
渡
す
に
、
文
明
開
化
と
て

文
学
も
武
備
も
盛
ん
に
し
て
富
強
な
る
国
あ
り
、
或
い

は
蛮
野
未
開
と
て
文
武
と
も
に
不
行
届
に
し
て
貧
弱
な

る
国
あ
り
。
一
般
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
諸



国
は
富
ん
で
強
く
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
は
貧

に
し
て
弱
し
。
さ
れ
ど
も
こ
の
貧
富
強
弱
は
国
の
有
様

な
れ
ば
、固
よ
り
同
じ
か
る
べ
か
ら
ず
。然
る
に
今
、自

国
の
富
強
な
る
勢
い
を
も
っ
て
貧
弱
な
る
国
へ
無
理
を

加
え
ん
と
す
る
は
、
い
わ
ゆ
る
力
士
が
腕
の
力
を
も
っ

て
病
人
の
腕
を
握
り
折
る
に
異
な
ら
ず
、
国
の
権
義
に

お
い
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
近
く
は
我
日
本

国
に
て
も
、
今
日
の
有
様
に
て
は
西
洋
諸
国
の
富
強
に

及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
あ
れ
ど
も
、
一
国
の
権
義
に
お
い
て

は
厘
毛
の
軽
重
あ
る
こ
と
な
し
。
道
理
に
戻
り
て
曲
を

蒙
る
の
日
に
至
っ
て
は
、
世
界
中
を
敵
に
す
る
も
恐
る

る
に
足
ら
ず
。
初
編
第
六
葉
（
本
書
一
四
頁
）
に
も
言

え
る
如
く
、
日
本
国
中
の
人
民
一
人
も
残
ら
ず
命
を
棄

て
て
国
の
威
光
を
落
と
さ
ず
と
は
こ
の
場
合
な
り
。
し

か
の
み
な
ら
ず
貧
富
強
弱
の
有
様
は
、
天
然
の
約
束
に

非
ず
、
日
と
の
勉
と
不
勉
と
に
由
っ
て
移
り
変
る
べ
き

も
の
に
て
、
今
日
の
愚
人
も
明
日
は
智
者
と
な
る
べ

く
、
昔
年
の
富
強
も
今
世
の
貧
弱
と
な
る
べ
し
。
古
今

そ
の
例
少
な
か
ら
ず
。
我
日
本
国
中
も
今
よ
り
学
問
に

志
し
、
気
力
を
慥
に
し
て
先
ず
一
身
の
独
立
を
謀
り
、

随
っ
て
一
国
の
富
強
を
致
す
こ
と
あ
ら
ば
、
何
ぞ
西
洋



人
の
力
を
恐
る
る
に
足
ら
ん
。
道
理
あ
る
も
の
は
こ
れ

に
交
わ
り
、
道
理
な
き
も
の
は
こ
れ
を
打
ち
払
わ
ん
の

み
。
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
と
は
こ
の
事
な

り
。

一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
事

　
前
条
に
言
え
る
如
く
、
国
と
国
と
は
同
等
な
れ
ど

も
、
国
中
の
人
民
に
独
立
の
気
力
な
き
と
き
は
一
国
独

立
の
権
義
を
伸
ぶ
る
こ
と
能
わ
ず
。
そ
の
次
第
、
三
箇

条
あ
り
。
　
第
一
条
　
独
立
の
気
力
な
き
者
は
、
国
を

思
う
こ
と
深
切
な
ら
ず
。
　
独
立
と
は
、
自
分
に
て
自

分
の
身
を
支
配
し
、
他
に
依
り
す
が
る
心
な
き
を
言

う
。
自
ら
物
事
の
理
非
を
弁
別
し
て
処
置
を
誤
る
こ
と

な
き
者
は
、
他
人
の
智
恵
に
依
ら
ざ
る
独
立
な
り
。
自

ら
心
身
を
労
し
て
私
立
の
活
計
を
な
す
者
は
、
他
人
の

財
に
依
ら
ざ
る
独
立
な
り
。
人
々
こ
の
独
立
の
心
な
く

し
て
た
だ
他
人
の
力
に
依
り
す
が
ら
ん
と
の
み
せ
ば
、

全
国
の
人
は
皆
依
り
す
が
る
人
の
み
に
て
、
こ
れ
を
引

受
く
る
者
は
な
か
る
べ
し
。
こ
れ
を
譬
え
ば
盲
人
の
行

列
に
手
引
な
き
が
如
し
、
甚
だ
不
都
合
な
ら
ず
や
。
或

人
云
く
、
民
は
こ
れ
を
由
ら
し
む
べ
し
こ
れ
を
知
ら
し

む
べ
か
ら
ず
、
世
の
中
は
目
く
ら
千
人
目
あ
き
千
人
な



れ
ば
、
智
者
上
に
在
っ
て
諸
民
を
支
配
し
上
の
意
に
従

わ
し
め
て
可
な
り
と
。
こ
の
議
論
は
孔
子
様
の
流
儀
な

れ
ど
も
、
そ
の
実
は
大
い
に
非
な
り
。
一
国
中
に
人
を

支
配
す
る
ほ
ど
の
才
徳
を
備
う
る
者
は
千
人
の
内
一
人

に
過
ぎ
ず
。
仮
に
こ
こ
に
人
口
百
万
人
の
国
あ
ら
ん
、

こ
の
内
千
人
は
智
者
に
し
て
九
十
九
万
余
の
者
は
無
智

の
小
民
な
ら
ん
。
智
者
の
才
徳
を
も
っ
て
こ
の
小
民
を

支
配
し
、
或
い
は
子
の
如
く
し
て
愛
し
、
或
い
は
羊
の

如
く
し
て
養
い
、
或
い
は
威
し
或
い
は
撫
し
、
恩
威
共

に
行
わ
れ
て
そ
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
示
す
こ
と
あ
ら

ば
、
小
民
も
識
ら
ず
知
ら
ず
し
て
上
の
命
に
従
い
、
盗

賊
、
人
ご
ろ
し
の
沙
汰
も
な
く
、
国
内
安
穏
に
始
ま
る

こ
と
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
も
と
こ
の
国
の
人
民
、
主
客

の
二
様
に
分
れ
、
主
人
た
る
者
は
千
人
の
智
者
に
て
、

よ
き
よ
う
に
国
を
支
配
し
、
そ
の
余
の
者
は
悉
皆
何
も

知
ら
ざ
る
客
分
な
り
。
既
に
客
分
と
あ
れ
ば
固
よ
り
心

配
も
少
な
く
、
た
だ
主
人
に
の
み
依
り
す
が
り
て
身
に

引
き
受
く
る
こ
と
な
き
ゆ
え
、
国
を
患
う
る
こ
と
も
主

人
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
必
然
、
実
に
水
く
さ
き
有
様
な

り
。
国
内
の
事
な
れ
ば
兎
も
角
も
な
れ
ど
も
、
一
旦
外

国
と
戦
争
な
ど
の
事
あ
ら
ば
そ
の
不
都
合
な
る
こ
と
思



い
見
る
べ
し
。
無
智
無
力
の
小
民
等
、
戈
を
倒
に
す
る

こ
と
も
無
か
る
べ
け
れ
ど
も
、
我
々
は
客
分
の
こ
と
な

る
ゆ
え
一
命
を
棄
つ
る
は
過
分
な
り
と
て
逃
げ
走
る
者

多
か
る
べ
し
。
さ
す
れ
ば
こ
の
国
の
人
口
、
名
は
百
万

人
な
れ
ど
も
、
国
を
守
る
の
一
段
に
至
っ
て
は
そ
の
人

数
甚
だ
少
な
く
、
迚
も
一
国
の
独
立
は
叶
い
難
き
な

り
。
　
右
の
次
第
に
つ
き
、
外
国
に
対
し
て
我
国
を
守

ら
ん
に
は
、
自
由
独
立
の
気
風
を
全
国
に
充
満
せ
し

め
、
国
中
の
人
々
貴
賎
上
下
の
別
な
く
、
そ
の
国
を
自

分
の
身
の
上
に
引
き
受
け
、
智
者
も
愚
者
も
目
く
ら
も

目
あ
き
も
、
各
＊
そ
の
国
中
た
る
の
分
を
尽
さ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
英
人
は
英
国
を
も
っ
て
我
本
国
と
思
い
、
日

本
人
は
日
本
国
を
も
っ
て
我
本
国
と
思
い
、
そ
の
本
国

の
土
地
は
他
人
の
土
地
に
非
ず
我
国
人
の
土
地
な
れ

ば
、
本
国
の
た
め
を
思
う
こ
と
我
家
を
思
う
が
如
く

し
、
国
の
た
め
に
は
財
を
失
う
の
み
な
ら
ず
、
一
命
を

も
抛
て
惜
し
む
に
足
ら
ず
。
こ
れ
即
ち
報
国
の
大
義
な

り
。
固
よ
り
国
の
政
を
な
す
者
は
政
府
に
て
、
そ
の
支

配
を
受
く
る
者
は
人
民
な
れ
ど
も
、
こ
は
た
だ
便
利
の

た
め
に
双
方
の
持
場
を
分
ち
た
る
の
み
。
一
国
全
体
の

面
目
に
拘
わ
る
こ
と
に
至
っ
て
は
、
人
民
の
職
分
と
し



て
政
府
の
み
に
国
を
預
け
置
き
、
傍
よ
り
こ
れ
を
見
物

す
る
の
理
あ
ら
ん
や
。
既
に
日
本
国
の
誰
、
英
国
の
誰

と
、
そ
の
姓
名
の
肩
書
に
国
の
名
あ
れ
ば
、
そ
の
国
に

住
居
し
起
居
眠
食
自
由
自
在
な
る
の
権
義
あ
り
。
既
に

そ
の
権
義
あ
れ
ば
、
ま
た
随
っ
て
そ
の
職
分
な
か
る
べ

か
ら
ず
。
　
昔
戦
国
の
時
、
駿
河
の
今
川
義
元
、
数
万

の
兵
を
率
い
て
織
田
信
長
を
攻
め
ん
と
せ
し
と
き
、
信

長
の
策
に
て
桶
狭
間
に
伏
勢
を
設
け
、
今
川
の
本
陣
に

迫
っ
て
義
元
の
首
を
取
り
し
か
ば
、
駿
河
の
軍
勢
は
蜘

蛛
の
子
を
散
ら
す
ず
如
く
、
戦
い
も
せ
ず
し
て
逃
げ
走

り
、
当
時
名
高
き
駿
河
の
今
川
政
府
も
一
朝
に
亡
び
て

そ
の
痕
な
し
。
近
く
両
三
年
以
前
、
フ
ラ
ン
ス
と
プ
ロ

イ
セ
ン
と
の
戦
に
、
両
国
接
戦
の
初
め
、
フ
ラ
ン
ス
帝

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
生
捕
ら
れ
た
れ
ど
も
、

仏
人
は
こ
れ
に
由
っ
て
望
み
を
失
わ
ざ
る
の
み
な
ら

ず
、
益
＊
憤
発
し
て
防
ぎ
戦
い
、
骨
を
さ
ら
し
血
を
流

し
、
数
月
篭
城
の
後
和
睦
に
及
び
た
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン

ス
は
依
然
と
し
て
旧
の
フ
ラ
ン
ス
に
異
な
ら
ず
。
か
の

今
川
の
始
末
に
較
ぶ
れ
ば
日
を
同
じ
う
し
て
語
る
べ
か

ら
ず
。
そ
の
故
は
何
ぞ
や
。
駿
河
の
人
民
は
、
た
だ
義

元
一
人
に
依
り
す
が
り
、
そ
の
身
は
客
分
の
積
り
に



て
、
駿
河
の
国
を
我
本
国
と
思
う
者
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

に
は
報
国
の
士
民
多
く
し
て
国
の
難
を
銘
々
の
身
に
引

き
受
け
、
人
の
勧
め
を
待
た
ず
し
て
自
ら
本
国
の
た
め

に
戦
う
も
の
あ
る
ゆ
え
、
か
か
る
相
違
も
出
来
し
こ
と

な
り
。
こ
れ
に
由
っ
て
考
う
れ
ば
、
外
国
へ
対
し
て
自

国
を
守
る
に
当
た
り
、
そ
の
国
人
に
独
立
の
気
力
あ
る

者
は
国
を
思
う
こ
と
深
切
に
し
て
、
独
立
の
気
力
な
き

者
は
不
深
切
な
る
こ
と
推
し
て
知
る
べ
き
な
り
。
　
第

二
条
　
内
に
居
て
独
立
の
地
位
を
得
ざ
る
者
は
、
外
に

在
っ
て
外
国
人
に
接
す
る
と
き
も
ま
た
独
立
の
権
義
を

伸
ぶ
る
こ
と
能
わ
ず
。
　
独
立
の
気
力
な
き
者
は
必
ず

人
に
依
頼
す
、
人
に
依
頼
す
る
者
は
必
ず
人
を
恐
る
、

人
を
恐
る
る
者
は
必
ず
人
に
諛
う
も
の
な
り
。
常
に
人

を
恐
れ
人
に
諛
う
者
は
次
第
に
こ
れ
に
慣
れ
、
そ
の
面

の
皮
鉄
の
如
く
な
り
て
、
恥
ず
べ
き
を
恥
じ
ず
、
論
ず

べ
き
を
論
ぜ
ず
、
人
を
さ
え
見
れ
ば
た
だ
腰
を
屈
す
る

の
み
。
い
わ
ゆ
る
習
い
性
と
な
る
と
は
こ
の
事
に
て
、

慣
れ
た
る
こ
と
は
容
易
に
改
め
難
き
も
の
な
り
。
譬
え

ば
今
、
日
本
に
て
平
民
に
名
字
乗
馬
を
許
し
、
裁
判
所

の
風
も
改
ま
り
て
、
表
向
は
先
ず
士
族
と
同
等
の
よ
う

な
れ
ど
も
、
そ
の
習
慣
俄
に
変
ぜ
ず
、
平
民
の
根
性
は



依
然
と
し
て
旧
の
平
民
に
異
な
ら
ず
、
言
語
も
賎
し
く

応
接
も
賎
し
く
、
目
上
の
人
に
逢
え
ば
一
言
半
句
の
理

屈
を
述
ぶ
る
こ
と
能
わ
ず
、
立
て
て
言
え
ば
立
ち
、
舞

え
と
言
え
ば
舞
い
、
そ
の
柔
順
な
る
こ
と
家
に
飼
い
た

る
痩
犬
の
如
し
。
実
に
無
気
無
力
の
鉄
面
皮
と
言
う
べ

し
。
昔
鎖
国
の
世
に
旧
幕
府
の
如
き
窮
屈
な
る
政
を
行

う
時
代
な
れ
ば
、
人
民
に
気
力
な
き
そ
の
政
事
に
差
支

え
ざ
る
の
み
な
ら
ず
却
っ
て
便
利
な
る
ゆ
え
、
故
さ
ら

に
こ
れ
を
無
智
に
陥
れ
無
理
に
柔
順
な
ら
し
む
る
を

も
っ
て
役
人
の
得
意
と
な
せ
し
こ
と
な
れ
ど
も
、
今
外

国
と
交
わ
る
の
日
に
至
っ
て
は
こ
れ
が
た
め
大
な
る
弊

害
あ
り
。
譬
え
ば
田
舎
商
人
等
、
恐
れ
な
が
ら
外
国
の

交
易
に
志
し
て
横
浜
な
ど
へ
来
る
者
あ
れ
ば
、
先
ず
外

国
人
の
骨
格
逞
し
き
を
見
て
こ
れ
に
驚
き
、
金
の
多
き

を
見
て
こ
れ
に
驚
き
、
商
館
の
洪
大
な
る
に
驚
き
、
蒸

気
船
の
速
き
に
驚
き
、
既
に
已
に
胆
を
落
し
て
、
追
々

こ
の
外
国
人
に
近
づ
き
取
引
す
る
に
及
ん
で
は
、
そ
の

掛
引
の
す
る
ど
き
に
驚
き
、
或
い
は
無
理
な
る
理
屈
を

言
い
掛
け
ら
る
る
こ
と
あ
れ
ば
啻
に
驚
く
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
威
力
に
震
い
懼
れ
て
、
無
理
と
知
り
な
が
ら

大
な
る
損
亡
を
受
け
大
な
る
恥
辱
を
蒙
る
こ
と
あ
り
。



こ
は
一
人
の
損
亡
に
非
ず
。
一
国
の
損
亡
な
り
。
一
人

の
恥
辱
に
非
ず
、
一
国
の
恥
辱
な
り
。
実
に
馬
鹿
ら
し

き
よ
う
な
れ
ど
も
、
先
祖
代
々
独
立
の
気
を
吸
わ
ざ
る

町
人
根
性
、
武
士
に
は
窘
め
ら
れ
、
裁
判
所
に
は
叱
ら

れ
、
一
人
扶
持
取
る
足
軽
に
逢
っ
て
も
御
旦
那
様
と
あ

が
め
し
崇
め
し
魂
は
腹
の
底
ま
で
腐
れ
付
き
、
一
朝
一

夕
に
洗
う
べ
か
ら
ず
、
か
か
る
臆
病
神
の
手
下
共
が
、

か
の
大
胆
不
敵
な
る
外
国
人
に
逢
っ
て
、
胆
を
ぬ
か
る

る
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
こ
れ
即
ち
、
内
に
居
て

独
立
を
得
ざ
る
者
は
、
外
に
在
っ
て
も
独
立
す
る
こ
と

能
わ
ざ
る
の
証
拠
な
り
。
　
第
三
条
　
独
立
の
気
力
な

き
者
は
、
人
に
依
頼
し
て
悪
事
を
な
す
こ
と
あ
り
。
　

旧
幕
府
の
時
代
に
名
目
金
と
て
、
御
三
家
な
ど
と
唱
う

る
権
威
強
き
大
名
の
名
目
を
借
り
て
金
を
貸
し
、
随
分

無
理
な
る
取
引
を
な
せ
し
こ
と
あ
り
。
そ
の
所
業
甚
だ

悪
む
べ
し
。
自
分
の
金
を
貸
し
て
返
さ
ざ
る
者
あ
ら

ば
、
再
三
再
四
力
を
尽
し
て
政
府
に
訴
う
べ
き
な
り
。

然
る
に
こ
の
政
府
を
恐
れ
て
訴
う
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

き
た
な
く
も
他
人
の
名
目
を
借
り
他
人
の
暴
威
に
依
っ

て
返
金
を
促
す
と
は
卑
怯
な
る
挙
動
な
ら
ず
や
。
今
日

に
至
っ
て
は
名
目
金
の
沙
汰
は
聞
か
ざ
れ
ど
も
、
或
い



は
世
間
に
外
国
人
の
名
目
を
借
る
者
は
あ
ら
ず
や
。
余

輩
未
だ
そ
の
確
証
を
得
ざ
る
ゆ
え
、
明
ら
か
に
こ
こ
に

論
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ど
も
、
昔
日
の
事
を
思
え
ば
今

の
世
の
中
に
も
疑
念
な
き
を
得
ず
。
こ
の
後
、
万
々
一

も
外
国
人
雑
居
な
ど
の
場
合
に
及
び
、
そ
の
名
目
を
借

り
て
奸
を
働
く
者
あ
ら
ば
、
国
の
禍
実
に
言
う
べ
か
ら

ざ
る
べ
し
。
故
に
人
民
に
独
立
の
気
力
な
き
は
、
そ
の

取
扱
い
便
利
な
ど
と
て
油
断
す
べ
か
ら
ず
。
禍
は
思
わ

ぬ
と
こ
ろ
に
起
る
も
の
な
り
。
国
民
に
独
立
の
気
力
愈

＊
少
な
け
れ
ば
、
国
を
売
る
の
禍
も
ま
た
随
っ
て
益
＊

大
な
る
べ
し
。
即
ち
、
こ
の
条
の
初
に
言
え
る
、
人
に

依
頼
し
て
悪
事
を
な
す
は
こ
の
事
な
り
。
　
右
三
箇
条

に
言
う
と
こ
ろ
は
、
皆
、
人
民
に
独
立
の
心
な
き
よ
り

生
ず
る
災
害
な
り
。
今
の
世
に
生
れ
苟
も
愛
国
の
意
あ

ら
ん
者
は
、
官
私
を
問
わ
ず
先
ず
自
己
の
独
立
を
謀

り
、
余
力
あ
ら
ば
他
人
の
独
立
を
助
け
成
す
べ
し
。
父

兄
は
子
弟
に
独
立
を
教
え
、
教
師
は
生
徒
に
独
立
を
勧

め
、
士
農
工
商
共
に
独
立
し
て
国
を
守
ら
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
概
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
人
を
束
縛
し
て 

独
り
心

配
を
求
む
る
よ
り
、
人
を
放
ち
て
共
に
苦
楽
を
与
に
す

る
に
若
か
ざ
る
な
り
。（
明
治
六
年
十
二
月
出
版
）


