
学
問
の
す
ゝ
め
　
四
編

福
沢
諭
吉
著
　
　
学
者
の
職
分
を
論
ず

近
来
窃
に
識
者
の
言
を
聞
く
に
、
今
後
日
本
の
盛
衰
は

人
智
を
も
っ
て
明
ら
か
に
計
り
難
し
と
雖
ど
も
、
到
底

そ
の
独
立
を
失
う
の
患
は
な
か
る
べ
し
や
、
方
今
目
撃

す
る
と
こ
ろ
の
勢
い
に
由
っ
て
次
第
に
進
歩
せ
ば
、
必

ず
文
明
盛
大
の
域
に
至
る
べ
し
や
と
言
っ
て
、
こ
れ
を

問
う
者
あ
り
。
或
い
は
そ
の
独
立
の
保
つ
べ
き
と
否
と

は
、
今
よ
り
二
、
三
十
年
を
過
ぎ
ざ
れ
ば
明
ら
か
に
こ

れ
を
期
す
る
こ
と
難
か
る
べ
し
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
疑

う
者
あ
り
。
或
い
は
甚
だ
し
く
こ
の
国
を
蔑
視
し
た
る

外
国
人
の
説
に
従
え
ば
、
迚
も
日
本
の
独
立
は
危
し
と

言
っ
て
、
こ
れ
を
難
ず
る
者
あ
り
。
固
よ
り
人
の
説
を

聞
き
て
遽
に
こ
れ
を
信
じ
我
望
み
を
失
す
る
に
は
非
ざ

れ
ど
も
、
畢
竟
こ
の
諸
説
は
我
独
立
の
保
つ
べ
き
と
否

と
に
つ
い
て
疑
問
な
り
。
事
に
疑
い
あ
ら
ざ
れ
ば
問
の

由
っ
て
起
る
べ
き
理
な
し
。
今
試
み
に
英
国
に
行
き
、

ブ
リ
テ
ン
の
独
立
保
つ
べ
き
や
否
と
言
っ
て
こ
れ
を
問

わ
ば
、
人
皆
笑
っ
て
答
う
る
者
な
か
る
べ
し
。
そ
の
答

う
る
者
な
き
何
ぞ
や
、
こ
れ
を
疑
わ
ざ
れ
ば
な
り
。
然

ら
ば
則
ち
我
国
文
明
の
有
様
、
今
日
を
も
っ
て
昨
日
に



比
す
れ
ば
或
い
は
進
歩
せ
し
に
似
た
る
こ
と
あ
る
も
、

そ
の
結
局
に
至
っ
て
は
未
だ
一
点
の
疑
い
あ
る
を
免
れ

ず
。
苟
も
こ
の
国
に
生
ま
れ
て
日
本
人
の
名
あ
る
者

は
、
こ
れ
に
寒
心
せ
ざ
る
を
得
ん
や
。
今
我
輩
も
こ
の

国
に
生
ま
れ
て
日
本
人
の
名
あ
り
、
既
に
そ
の
名
あ
れ

ば
ま
た
各
＊
そ
の
分
を
明
ら
か
に
し
て
尽
す
と
こ
ろ
な

か
る
べ
か
ら
ず
。
固
よ
り
政
の
字
の
義
に
限
り
た
る
事

を
な
す
は
政
府
の
任
な
れ
ど
も
、
人
間
の
事
務
に
は
政

府
の
関
わ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
も
ま
た
多
し
。
故
に
一

国
の
全
体
を
整
理
す
る
に
は
、
人
民
と
政
府
と
両
立
し

て
始
め
て
そ
の
成
功
を
得
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
我
輩
は

国
民
た
る
の
分
限
を
尽
し
、
政
府
は
政
府
た
る
の
分
限

を
尽
し
、
互
い
に
相
助
け
も
っ
て
全
国
の
独
立
を
維
持

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
　
す
べ
て
物
を
維
持
す
る
に
は
力

の
平
均
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
譬
え
ば
人
身
の
如
し
。
こ

れ
を
健
康
に
保
た
ん
と
な
る
に
は
、
飲
食
な
か
る
べ
か

ら
ず
、
大
気
光
線
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
寒
熱
痛
痒
外
よ

り
刺
衝
し
て
内
よ
り
こ
れ
に
応
じ
、
も
っ
て
一
身
の
働

き
を
調
和
す
る
な
り
。
今
俄
に
こ
の
外
物
の
刺
衝
を
去

り
、
た
だ
生
力
の
働
く
と
こ
ろ
に
任
し
て
こ
れ
を
放
頓

す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
人
身
の
健
康
は
一
日
も
保
つ
べ
か



ら
ず
。
国
も
ま
た
然
り
。
政
は
一
国
の
働
き
な
り
。
こ

の
働
き
を
調
和
し
て
国
の
独
立
を
保
た
ん
と
す
る
に

は
、
内
に
政
府
の
力
あ
り
、
外
に
人
民
の
力
あ
り
、
内

外
相
応
じ
て
そ
の
力
を
平
均
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に

政
府
は
な
お
生
力
の
如
く
、
人
民
は
な
お
外
物
の
刺
衝

の
如
し
。
今
俄
に
こ
の
刺
衝
を
去
り
、
た
だ
政
府
の
働

く
と
こ
ろ
に
任
し
て
こ
れ
を
放
頓
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、

国
の
独
立
は
一
日
も
保
つ
べ
か
ら
ず
。
苟
も
人
身
窮
理

の
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
定
則
を
も
っ
て
一
国
経
済

の
議
論
に
施
す
こ
と
を
知
る
者
は
、
こ
の
理
を
疑
う
こ

と
な
か
る
べ
し
。
　
方
今
我
国
の
形
成
を
察
し
、
そ
の

外
国
に
及
ば
ざ
る
も
の
を
挙
ぐ
れ
ば
、
曰
く
学
術
、
曰

く
商
売
、
曰
く
法
律
、
こ
れ
な
り
。
世
の
文
明
は
専
ら

こ
の
三
者
に
関
し
、
三
者
挙
ら
ざ
れ
ば
国
の
独
立
を
得

ざ
る
こ
と
識
者
を
俟
た
ず
し
て
明
ら
か
な
り
。
然
る
に

今
我
国
に
お
い
て
一
も
そ
の
体
を
成
し
た
る
も
の
な

し
。
　
政
府
一
新
の
時
よ
り
、
在
官
の
人
物
力
を
尽
さ

ざ
る
に
非
ず
、
そ
の
才
力
ま
た
拙
劣
な
る
に
非
ず
と
雖

ど
も
、
事
を
行
う
に
当
り
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
の

原
因
あ
り
て
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
も
の
多
し
。
そ
の
原

因
と
は
人
民
の
無
知
文
盲
即
ち
こ
れ
な
り
。
政
府
既
に



そ
の
原
因
の
在
る
と
こ
ろ
を
知
り
、
頻
り
に
学
術
を
勧

め
法
律
を
議
し
商
法
を
立
つ
る
の
道
を
示
す
等
、
或
い

は
人
民
に
説
諭
し
或
い
は
自
ら
先
例
を
示
し
百
万
そ
の

術
を
尽
す
と
雖
ど
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
未
だ
実
効
の

挙
げ
る
を
見
ず
、
政
府
は
依
然
た
る
専
制
の
政
府
、
人

民
は
依
然
た
る
無
気
無
力
の
愚
民
の
み
。
或
い
は
僅
に

進
歩
せ
し
こ
と
あ
る
も
、
こ
れ
が
た
め
労
す
る
と
こ
ろ

の
力
と
費
や
す
と
こ
ろ
の
金
と
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
奏

功
見
る
に
足
る
も
の
少
な
き
は
何
ぞ
や
。
蓋
し
一
国
の

文
明
は
、
独
り
政
府
の
力
を
も
っ
て
進
む
べ
き
も
の
に

非
ざ
る
な
り
。
　
人
或
い
は
云
く
、
政
府
は
暫
く
こ
の

愚
民
を
御
す
る
に
一
時
の
術
策
を
用
い
、
そ
の
智
徳
の

進
む
を
待
っ
て
後
に
自
ず
か
ら
文
明
の
域
に
入
ら
し
む

る
な
り
と
。
こ
の
説
は
言
う
べ
く
し
て
行
う
べ
か
ら

ず
。
我
全
国
の
人
民
数
千
百
年
専
制
の
政
治
に
窘
め
ら

れ
、
人
々
そ
の
心
に
思
う
と
こ
ろ
を
発
露
す
る
こ
と
能

わ
ず
、
欺
き
て
安
全
を
偸
み
詐
り
て
罪
を
遁
れ
、
欺
詐

術
策
は
人
生
必
需
の
具
と
な
り
、
不
誠
不
実
は
日
常
の

習
慣
と
な
り
、
恥
ず
る
者
も
な
く
怪
し
む
者
も
な
く
、

一
身
の
廉
恥
す
で
に
地
を
払
っ
て
尽
き
た
り
、
豈
国
を

思
う
に
遑
あ
ら
ん
や
。
政
府
は
こ
の
悪
弊
を
矯
め
ん
と



し
て
益
＊
虚
威
を
張
り
、
こ
れ
を
嚇
し
こ
れ
を
叱
し
、

強
い
て
誠
実
に
移
ら
し
め
ん
と
し
て
却
っ
て
益
＊
不
信

に
導
き
、
そ
の
事
情
あ
た
か
も
火
を
も
っ
て
火
を
救
う

が
如
し
。
遂
に
上
下
の
間
隔
絶
し
て
各
＊
一
種
無
形
の

気
風
を
成
せ
り
。
そ
の
気
風
と
は
い
わ
ゆ
る
「
ス
ピ

リ
ッ
ト
」
な
る
も
の
に
て
、
俄
に
こ
れ
を
動
か
す
べ
か

ら
ず
。
近
日
に
至
り
政
府
の
外
形
は
大
い
に
改
ま
り
た

れ
ど
も
、
そ
の
専
制
抑
圧
の
気
風
は
今
な
お
存
せ
り
。

人
民
も
や
や
権
利
を
得
る
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
卑
屈

不
信
の
気
風
は
依
然
と
し
て
旧
に
異
な
ら
ず
。
こ
の
気

風
は
無
形
無
体
に
し
て
、
遽
に
一
個
の
人
に
つ
き
一
場

の
事
を
見
て
名
状
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
れ
ど
も
、
そ
の

実
の
力
は
甚
だ
強
く
し
て
、
世
間
全
体
の
事
跡
に
顕
わ

る
る
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
そ
の
虚
に
非
ざ
る
を
知
る

べ
し
。
試
み
に
そ
の
一
を
挙
げ
て
言
わ
ん
。
今
在
官
の

人
物
少
く
な
し
と
せ
ず
、
私
に
そ
の
言
を
聞
き
そ
の
行

い
を
見
れ
ば
概
ね
皆
闊
達
大
度
の
士
君
子
に
て
、
我
輩

こ
れ
を
間
然
す
る
能
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
言
行

或
い
は
慕
う
べ
き
も
の
あ
り
。
ま
た
一
方
よ
り
言
え

ば
、
平
民
と
雖
ど
も
悉
皆
無
気
無
力
の
愚
民
の
み
に
非

ず
、
万
に
一
人
は
公
明
誠
実
の
良
民
も
あ
る
べ
し
。
然



る
に
今
こ
の
士
君
子
、
政
府
に
会
し
て
政
を
な
す
に
当

り
、
そ
の
為
政
の
事
跡
を
見
れ
ば
我
輩
の
悦
ば
ざ
る
も

の
甚
だ
多
く
、
ま
た
か
の
誠
実
な
る
良
民
も
、
政
府
に

接
す
れ
ば
忽
ち
そ
の
節
を
屈
し
、
偽
詐
術
策
を
も
っ
て

官
を
欺
き
、
嘗
て
恥
ず
る
も
の
な
し
。
こ
の
士
君
子
に

し
て
こ
の
政
を
施
し
、
こ
の
民
に
し
て
こ
の
賎
劣
に
陥

る
は
何
ぞ
や
。
あ
た
か
も
一
身
両
頭
あ
る
が
如
し
。
私

に
在
っ
て
は
智
な
り
、
官
に
在
っ
て
は
愚
な
り
。
こ
れ

を
散
ず
れ
ば
明
な
り
、
こ
れ
を
集
む
れ
ば
暗
な
り
。
政

府
は
衆
智
者
の
集
ま
る
所
に
し
て
一
愚
人
の
事
を
行
う

も
の
と
言
う
べ
し
。
豈
怪
し
ま
ざ
る
を
得
ん
や
。
畢
竟

そ
の
然
る
由
縁
は
、
か
の
気
風
な
る
も
の
に
制
せ
ら
れ

て
人
々
自
ら
一
個
の
働
き
を
逞
し
う
す
る
こ
と
能
わ
ざ

る
に
由
っ
て
致
す
と
こ
ろ
な
ら
ん
乎
。
維
新
以
来
、
政

府
に
て
、
学
術
、
法
律
、
商
売
等
の
道
を
興
さ
ん
と
し

て
効
験
な
き
も
、
そ
の
病
の
原
因
は
蓋
し
こ
こ
に
在
る

な
り
。
然
る
に
今
一
時
の
術
を
用
い
て
下
民
を
御
し
そ

の
知
徳
の
進
む
を
待
つ
と
は
、
威
を
も
っ
て
人
を
文
明

に
強
ゆ
る
も
の
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
欺
き
て
善
に
帰
せ
し

む
る
の
策
な
る
べ
し
。
政
府
威
を
用
う
れ
ば
人
民
は
偽

を
も
っ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ん
、
政
府
欺
を
用
う
れ
ば
人
民



は
容
を
作
っ
て
こ
れ
に
従
わ
ん
の
み
。
こ
れ
を
上
策
と

言
う
べ
か
ら
ず
。
仮
令
い
そ
の
策
は
巧
な
る
も
、
文
明

の
事
実
に
施
し
て
益
な
か
る
べ
し
。
故
に
云
く
、
世
の

文
明
を
進
む
る
に
は
た
だ
政
府
の
力
の
み
に
依
頼
す
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
右
所
論
を
も
っ
て
考
う
れ
ば
、
方
今

我
国
の
文
明
を
進
む
る
に
は
、
先
ず
か
の
人
心
に
浸
潤

し
た
る
気
風
を
一
掃
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
一
掃

す
る
の
法
、
政
府
の
命
を
も
っ
て
し
難
し
、
私
の
説
諭

を
も
っ
て
し
難
し
、
必
ず
し
も
人
に
先
っ
て
私
に
事
な

し
、
も
っ
て
人
民
の
由
る
べ
き
標
的
を
示
す
者
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
今
こ
の
標
的
と
な
る
べ
き
人
物
を
求
む
る

に
、
農
の
中
に
あ
ら
ず
、
商
の
中
に
あ
ら
ず
、
ま
た
和

漢
の
学
者
中
に
も
在
ら
ず
、
そ
の
任
に
当
た
る
者
は
た

だ
一
種
の
洋
学
者
流
あ
る
の
み
。
然
る
に
ま
た
、
こ
れ

に
依
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
情
あ
り
。
近
来
こ
の
流
の

人
漸
く
世
間
に
増
加
し
、
或
い
は
横
文
を
講
地
或
い
は

訳
書
を
読
み
、
専
ら
力
を
尽
す
に
似
た
り
と
雖
ど
も
、

学
者
或
い
は
字
を
読
み
て
義
を
解
さ
ざ
る
か
、
或
い
は

義
を
解
し
て
こ
れ
を
事
実
に
施
す
の
誠
意
な
き
か
、
そ

の
所
業
に
つ
き
我
輩
の
疑
い
を
存
す
る
も
の
尠
か
ら

ず
。こ
の
疑
い
を
存
す
る
と
は
、こ
の
学
者
士
君
子
、皆



官
あ
る
を
知
っ
て
私
あ
る
を
知
ら
ず
、
政
府
の
上
に
立

つ
の
術
を
知
っ
て
、
政
府
の
下
に
居
る
の
道
を
知
ら
ざ

る
の
一
事
な
り
。
畢
竟
漢
学
者
流
の
悪
習
を
免
か
れ
ざ

る
も
の
に
て
、
あ
た
か
も
漢
を
体
に
し
て
洋
を
衣
に
す

る
が
如
し
。
試
み
に
そ
の
実
証
を
挙
げ
て
言
わ
ん
。
方

今
世
の
洋
学
者
流
は
概
ね
皆
官
途
に
就
き
、
私
に
事
を

な
す
者
は
僅
に
指
を
屈
す
る
に
足
ら
ず
。
蓋
し
そ
の
官

に
在
る
は
、
た
だ
利
こ
れ
貪
る
の
た
め
の
み
に
非
ず
、

生
来
の
教
育
に
先
入
し
て
只
管
政
府
に
眼
を
着
し
、
政

府
に
非
ざ
れ
ば
決
し
て
事
を
な
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と

思
い
、
こ
れ
に
依
頼
し
て
宿
昔
青
雲
の
志
を
遂
げ
ん
と

欲
す
る
の
み
。
或
い
は
世
に
名
望
あ
る
大
家
先
生
と
雖

ど
も
こ
の
範
囲
を
脱
す
る
を
得
ず
、
そ
の
所
業
或
い
は

賎
し
む
べ
き
に
似
た
る
も
、
そ
の
意
は
深
く
咎
む
る
に

足
ら
ず
、
蓋
し
意
の
悪
し
き
に
非
ず
、
た
だ
世
間
の
気

風
に
酔
っ
て
自
ら
知
ら
ざ
る
な
り
。
名
望
を
得
た
る
士

君
子
に
し
て
斯
の
如
し
。
天
下
の
人
豈
そ
の
風
に
倣
わ

ざ
る
を
得
ん
や
。
青
年
の
書
生
僅
に
数
巻
の
書
を
読
め

ば
乃
ち
官
途
に
志
し
、
有
志
の
町
人
僅
に
数
百
の
元
金

あ
れ
ば
乃
ち
官
の
名
を
仮
り
て
商
売
を
行
わ
ん
と
し
、

学
校
も
官
許
な
り
、
説
教
も
官
許
な
り
、
牧
牛
も
官
許
、



養
蚕
も
官
許
、
凡
そ
民
間
の
事
業
、
十
に
七
、
八
は
官

の
関
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
こ
れ
を
も
っ
て
世
の
人
益
＊

そ
の
風
に
靡
き
、
官
を
慕
い
官
を
頼
み
、
官
を
恐
れ
官

に
諂
い
、
毫
も
独
立
の
丹
心
を
発
露
す
る
者
な
く
し

て
、
そ
の
醜
体
見
る
に
忍
び
ざ
る
こ
と
な
り
。
譬
え
ば

方
今
出
版
の
新
聞
紙
及
び
諸
方
の
上
書
建
白
の
類
も
そ

の
一
例
な
り
。
出
版
の
条
令
甚
だ
し
く
厳
な
る
に
非
ざ

れ
ど
も
、
新
聞
紙
の
面
を
見
れ
ば
政
府
の
忌
諱
に
触
る

る
こ
と
は
絶
え
て
載
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
官
に
一
毫

美
事
あ
れ
ば
慢
に
こ
れ
を
称
誉
し
て
そ
の
実
に
過
ぎ
、

あ
た
か
も
娼
妓
の
客
に
媚
び
る
が
如
し
。
ま
た
、
か
の

上
書
建
白
を
見
れ
ば
そ
の
文
常
に
卑
劣
を
極
め
、
妄
に

政
府
を
尊
崇
す
る
こ
と
鬼
神
の
如
く
、
自
ら
賎
ず
る
こ

と
罪
人
の
如
く
し
、
同
等
の
人
間
世
界
に
あ
る
べ
か
ら

ざ
る
虚
文
を
用
い
、
恬
と
し
て
恥
ず
る
者
な
し
。
こ
の

文
を
読
み
て
そ
の
人
を
想
え
ば
、
た
だ
狂
人
を
も
っ
て

評
す
べ
き
の
み
。
然
る
に
今
、
こ
の
新
聞
紙
を
出
版
し

或
い
は
政
府
に
建
白
す
る
者
は
、
概
ね
皆
世
の
洋
学
者

流
に
て
、
そ
の
私
に
つ
い
て
見
れ
ば
必
ず
し
も
娼
妓
に

非
ず
、
ま
た
狂
人
に
も
非
ず
。
然
る
に
そ
の
不
誠
不
実
、

か
く
の
如
き
の
甚
だ
し
き
に
至
る
所
以
は
、
未
だ
世
間



に
民
権
を
主
唱
す
る
実
例
な
き
を
も
っ
て
、
た
だ
か
の

卑
屈
の
気
風
に
制
せ
ら
れ
そ
の
気
風
に
雷
同
し
て
、
国

民
の
本
音
を
見
わ
し
得
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
概
す
れ

ば
、
日
本
に
は
た
だ
政
府
あ
り
て
未
だ
国
民
あ
ら
ず
と

言
う
も
可
な
り
。
故
に
云
く
、
人
民
の
気
風
を
一
洗
し

て
世
の
文
明
を
進
む
る
に
は
、
今
の
洋
学
者
流
に
も
ま

た
依
頼
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。 

　
前
条
所
記
の
論
説
果

し
て
是
な
ら
ば
、
我
国
の
文
明
を
進
め
て
そ
の
独
立
を

維
持
す
る
は
、
独
り
政
府
の
能
す
る
と
こ
ろ
に
非
ず
、

ま
た
今
の
洋
学
者
流
も
依
頼
す
る
に
足
ら
ず
、
必
ず
我

輩
の
任
ず
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
先
ず
我
よ
り
事
の
端
を

開
き
、
愚
民
の
先
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
か
の
洋

学
者
流
の
た
め
に
先
駆
し
て
そ
の
向
か
う
所
を
示
さ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
今
我
輩
の
身
分
を
考
う
る
に
、
そ
の
学

識
固
よ
り
浅
劣
な
り
と
雖
ど
も
、
洋
学
に
示
す
こ
と
日

既
に
久
し
く
、
こ
の
国
に
在
っ
て
は
中
人
以
上
の
地
位

に
あ
る
者
な
り
。
輓
近
世
の
改
革
も
、
も
し
我
輩
の
主

と
し
て
始
め
し
事
に
非
ざ
れ
ば
暗
に
こ
れ
を
助
け
成
し

た
る
も
の
な
り
。
或
い
は
助
成
の
力
な
き
も
そ
の
改
革

は
我
輩
の
悦
ぶ
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
世
の
人
も
ま
た
我
輩

を
目
す
る
に
改
革
家
流
の
名
を
も
っ
て
す
る
こ
と
必
せ



り
。
既
に
改
革
家
の
名
あ
り
て
、
ま
た
そ
の
身
は
中
人

以
上
の
地
位
に
在
り
、
世
人
或
い
は
我
輩
の
所
業
を

も
っ
て
標
的
と
な
す
者
あ
る
べ
し
。
然
ら
ば
即
ち
、
今
、

人
に
先
っ
て
事
を
な
す
は
正
に
こ
れ
を
我
輩
の
任
と
言

う
べ
き
な
り
。
そ
も
そ
も
事
を
な
す
に
、
こ
れ
を
命
ず

る
は
こ
れ
を
諭
す
に
若
か
ず
、
こ
れ
を
諭
す
は
我
よ
り

そ
の
実
の
例
を
示
す
に
若
か
ず
。
然
り
而
し
て
政
府
は

た
だ
命
ず
る
の
権
あ
る
の
み
、
こ
れ
を
諭
し
て
実
の
例

を
示
す
は
私
の
事
な
れ
ば
、
我
輩
先
ず
私
立
の
地
位
を

占
め
、
或
い
は
学
術
を
講
じ
、
或
い
は
商
売
に
従
事
し
、

或
い
は
法
律
を
議
し
、
或
い
は
書
を
著
し
、
或
い
は
新

聞
紙
を
出
版
す
る
等
、
凡
そ
国
民
た
る
の
分
限
に
越
え

ざ
る
事
は
忌
諱
を
憚
ら
ず
し
て
こ
れ
を
行
い
、
固
く
法

を
守
っ
て
正
し
く
事
を
処
し
、
或
い
は
政
令
信
な
ら
ず

し
て
曲
を
被
る
こ
と
あ
ら
ば
、
我
地
位
を
屈
せ
ず
し
て

こ
れ
を
論
じ
、
あ
た
か
も
政
府
の
頂
門
に
一
釘
を
加

え
、
旧
弊
を
除
き
て
民
権
を
恢
復
せ
ん
こ
と
、
方
今
至

急
の
要
務
な
る
べ
し
。
固
よ
り
私
立
の
事
業
は
多
端
、

且
つ
こ
れ
を
行
う
人
に
も
各
＊
所
長
あ
る
も
の
な
れ

ば
、
僅
に
数
輩
の
学
者
に
て
悉
皆
そ
の
事
を
非
ざ
れ
ど

も
、
我
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
事
を
行
う
の
巧
み
な
る



を
示
す
に
在
ら
ず
、
た
だ
天
下
の
人
に
私
立
の
方
向
を

知
ら
し
め
ん
と
す
る
の
み
。
百
回
の
説
諭
を
費
や
す
は

一
回
の
実
例
を
示
す
に
若
か
ず
。
今
我
よ
り
私
立
の
実

例
を
示
し
、
人
間
の
事
業
は
独
り
政
府
の
任
に
あ
ら

ず
、
学
者
は
学
者
に
て
私
に
事
を
行
う
べ
し
、
町
人
は

町
人
に
て
私
に
事
を
な
す
べ
し
、
政
府
も
日
本
の
政
府

な
り
、
人
民
も
日
本
の
人
民
な
り
、
政
府
は
恐
る
べ
か

ら
ず
近
づ
く
べ
し
、
疑
う
べ
か
ら
ず
親
し
む
べ
し
と
の

趣
を
知
ら
し
め
な
ば
、
人
民
漸
く
向
か
う
と
こ
ろ
を
明

ら
か
に
し
、
上
下
固
有
の
気
風
も
次
第
に
消
滅
し
て
、

始
め
て
真
の
日
本
国
民
を
生
じ
、
政
府
の
玩
具
た
ら
ず

し
て
政
府
の
刺
衝
と
な
り
、
学
術
以
下
三
者
も
自
ず
か

ら
そ
の
所
有
に
帰
し
て
、
国
民
の
力
と
政
府
の
力
と
互

い
に
相
平
均
し
、
も
っ
て
全
国
の
独
立
を
維
持
す
べ
き

な
り
。
　
以
上
論
ず
る
と
こ
ろ
を
概
す
れ
ば
、
今
の
世

の
学
者
、
こ
の
国
の
独
立
を
助
け
成
さ
ん
と
す
る
に
当

た
っ
て
、
政
府
の
範
囲
に
入
り
官
に
在
っ
て
事
を
な
す

と
、
そ
の
範
囲
を
脱
し
て
私
立
す
る
と
の
利
害
得
失
を

述
べ
、
本
論
は
私
立
に
左
袒
し
た
る
も
の
な
り
。
す
べ

て
世
の
事
物
を
精
し
く
論
ず
れ
ば
、
利
あ
ら
ざ
る
も
の

は
必
ず
害
あ
り
、
得
あ
ら
ざ
る
も
の
は
必
ず
失
あ
り
、



利
害
得
失
相
半
ば
す
る
も
の
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我
輩

固
よ
り
為
に
す
る
と
こ
ろ
あ
り
て
私
立
を
主
張
す
る
に

非
ず
、
た
だ
平
生
の
所
見
を
証
し
て
こ
れ
を
論
じ
た
る

の
み
。
世
人
も
し
確
証
を
掲
げ
て
こ
の
論
説
を
排
し
、

明
ら
か
に
私
立
の
不
利
を
述
ぶ
る
者
あ
ら
ば
余
輩
は
悦

ん
で
こ
れ
に
従
い
、
天
下
の
害
を
な
す
こ
と
な
か
る
べ

し
。

附
録

　
本
論
に
つ
き
二
、
三
の
問
答
あ
り
よ
っ
て
こ
れ
を
巻

末
に
記
す
。
そ
の
一
に
云
く
、
事
を
な
す
は
有
力
な
る

政
府
に
依
る
の
便
利
に
若
か
ず
と
。
答
云
く
、
文
明
を

進
む
る
は
独
り
政
府
の
力
の
み
に
依
頼
す
べ
か
ら
ず
、

そ
の
弁
論
既
に
本
文
に
明
ら
か
な
り
。
且
つ
政
府
に
て

事
を
な
す
は
既
に
数
年
の
実
験
あ
れ
ど
も
未
だ
そ
の
奏

功
を
見
ず
、
或
い
は
私
の
事
も
果
し
て
そ
の
功
を
期
し

難
し
と
雖
ど
も
、
議
論
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
込
み

あ
れ
ば
こ
れ
を
試
み
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
未
だ
試
み
ず
し

て
先
ず
そ
の
成
否
を
疑
う
者
は
、
こ
れ
を
勇
者
と
言
う

べ
か
ら
ず
。
二
に
云
く
、
政
府
人
に
乏
し
、
有
力
の
人

物
政
府
を
離
れ
な
ば
官
務
に
差
支
あ
る
べ
し
と
。
答
云

く
、
決
し
て
然
ら
ず
、
今
の
政
府
は
官
員
の
多
き
を
患



う
る
な
り
。
事
を
簡
に
し
て
官
員
を
減
ず
れ
ば
、
そ
の

事
務
は
よ
く
整
理
し
て
そ
の
人
員
は
世
間
の
用
を
な
す

べ
し
、
一
挙
し
て
両
得
な
り
。
故
さ
ら
に
政
府
の
事
務

を
多
端
に
し
、
有
用
の
人
を
取
っ
て
無
用
の
事
を
な
さ

し
む
る
は
策
の
拙
な
る
も
の
と
言
う
べ
し
。
且
つ
こ
の

人
物
、
政
府
を
離
る
る
も
去
っ
て
外
国
に
行
く
に
非

ず
、
日
本
に
居
て
日
本
の
事
を
な
す
の
み
、
何
ぞ
患
う

る
に
足
ら
ん
。
三
に
云
く
、
政
府
の
外
に
私
立
の
人
物

集
ま
る
こ
と
あ
ら
ば
、
自
ず
か
ら
政
府
の
如
く
な
り

て
、
本
政
府
の
権
を
落
す
に
至
ら
ん
と
。
答
云
く
、
こ

の
説
は
小
人
の
説
な
り
。
私
立
の
人
も
在
官
の
人
も
等

し
く
日
本
人
な
り
。
た
だ
地
位
を
異
に
し
て
事
を
な
す

の
み
。
そ
の
実
は
相
助
け
て
共
に
全
国
の
便
利
を
謀
る

も
の
な
れ
ば
、
敵
に
非
ず
真
の
益
友
な
り
。
且
つ
こ
の

私
立
の
人
物
な
る
者
、
法
を
犯
す
こ
と
あ
ら
ば
こ
れ
を

罰
し
て
可
な
り
、
毫
も
恐
る
る
に
足
ら
ず
。
四
に
云
く
、

私
立
せ
ん
と
欲
す
る
人
物
あ
る
も
、
官
途
を
離
れ
ば
他

に
活
計
の
道
な
し
と
。
答
云
く
、
こ
の
言
は
士
君
子
の

言
う
べ
き
言
に
非
ず
。
既
に
自
ら
学
者
と
唱
え
て
天
下

の
事
を
患
う
る
者
、
豈
無
芸
の
人
物
あ
ら
ん
や
。
芸
を

も
っ
て
口
を
糊
す
る
は
難
き
に
非
ず
。
且
つ
官
に
在
っ



て
公
務
を
司
る
も
私
に
居
て
業
を
営
む
も
、
そ
の
難
易

な
る
を
理
な
し
。
も
し
官
の
事
務
易
く
し
て
そ
の
利
益

私
の
営
業
よ
り
も
多
き
こ
と
あ
ら
ば
、
即
ち
そ
の
利
益

は
働
き
の
実
に
過
ぎ
た
る
も
の
と
言
う
べ
し
。
実
に
過

ぐ
る
の
利
を
貪
る
は
君
子
の
な
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

無
芸
無
能
、
僥
倖
に
由
っ
て
官
途
に
就
き
、
慢
に
給
料

を
貪
っ
て
奢
侈
の
資
と
な
し
、
戯
れ
に
天
下
の
事
を
談

ず
る
者
は
我
輩
の
友
に
非
ず
。（
明
治
七
年
一
月
出
版
）


