
学
問
の
す
ゝ
め
　
五
編

福
沢
諭
吉
著

　
学
問
の
す
ゝ
め
は
、
も
と
民
間
の
読
本
ま
た
は
小
学

の
教
授
本
に
供
え
た
る
も
の
な
れ
ば
、
初
編
よ
り
二
編

三
編
ま
で
も
勉
め
て
俗
語
を
用
い
文
章
を
読
み
易
く
す

る
を
趣
意
と
な
し
た
り
し
が
、
四
編
に
至
り
少
し
く
文

の
体
を
改
め
て
或
い
は
む
つ
か
し
き
文
字
を
用
い
た
る

処
も
あ
り
。
ま
た
こ
の
五
編
も
、
明
治
七
年
一
月
一
日
、

社
中
会
同
の
時
に
述
べ
た
る
詞
を
文
章
に
記
し
た
る
も

の
な
れ
ば
、
そ
の
文
の
体
裁
も
四
編
に
異
な
ら
ず
し
て

或
い
は
解
し
難
き
の
恐
れ
な
き
に
非
ず
。
畢
竟
四
、
五

の
二
編
は
、
学
者
を
相
手
に
し
て
論
を
立
て
し
も
の
な

る
ゆ
え
こ
の
次
第
に
及
び
た
る
な
り
。
世
の
学
者
は
大

概
皆
腰
ぬ
け
に
て
そ
の
気
力
は
不
慥
な
れ
ど
も
、
文
字

を
見
る
眼
は
中
々
慥
に
し
て
、
如
何
な
る
難
文
に
て
も

困
る
者
な
き
ゆ
え
、
こ
の
二
冊
に
も
遠
慮
な
く
文
章
を

む
つ
か
し
く
書
き
そ
の
意
味
も
自
ず
か
ら
高
上
に
な
り

て
、
こ
れ
が
た
め
も
と
民
間
の
読
本
た
る
べ
き
学
問
の

す
ゝ
め
の
趣
意
を
失
い
し
は
、
初
学
の
輩
に
対
し
て
甚

だ
気
の
毒
な
れ
ど
も
、
六
編
よ
り
後
は
ま
た
も
と
の
体



裁
に
復
り
、
専
ら
解
し
易
き
を
主
と
し
て
初
学
の
便
利

に
供
し
、
更
に
難
文
を
用
い
る
こ
と
な
か
る
べ
き
が
故

に
、
看
官
こ
の
二
冊
を
も
っ
て
全
部
の
難
易
を
評
す
る

な
か
れ
。

　
明
治
七
年
一
月
一
日
の
詞

　
我
輩
今
日
慶
応
義
塾
に
在
り
て
明
治
七
年
一
月
一
日

に
逢
え
り
。
こ
の
年
号
は
我
国
独
立
の
年
号
な
り
、
こ

の
塾
は
我
社
中
独
立
の
塾
な
り
。
独
立
の
塾
に
居
て
独

立
の
新
年
に
逢
う
を
得
る
は
、
ま
た
悦
ば
し
か
ら
ず

や
。
蓋
し
こ
れ
を
得
て
悦
ぶ
べ
き
も
の
は
、
こ
れ
を
失

え
ば
悲
し
み
と
な
る
べ
し
、
故
に
今
日
悦
ぶ
の
時
に
お

い
て
他
日
悲
し
む
の
時
あ
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。 

　
古

来
我
国
治
乱
の
沿
革
に
由
り
政
府
は
＊
＊
改
ま
り
た
れ

ど
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
国
の
独
立
を
失
わ
ざ
り
し
由

縁
は
、
国
民
鎖
国
の
風
習
に
安
ん
じ
、
治
乱
興
廃
外
国

に
関
す
る
こ
と
な
か
り
し
を
も
っ
て
な
り
。
外
国
に
関

係
あ
ら
ざ
れ
ば
、
治
も
一
国
内
の
治
な
り
、
乱
も
一
国

内
の
乱
な
り
、
ま
た
こ
の
治
乱
を
経
て
失
わ
ざ
り
し
独

立
も
た
だ
一
国
内
の
独
立
に
て
、
未
だ
他
に
対
し
て
鉾

を
争
い
し
も
の
に
非
ず
。
こ
れ
を
譬
え
ば
、
小
児
の
家

内
に
育
せ
ら
れ
て
未
だ
外
人
に
接
せ
ざ
る
者
の
如
し
。



そ
の
薄
弱
な
る
こ
と
固
よ
り
知
る
べ
き
な
り
。
　
今
や

外
国
の
交
際
俄
に
開
け
、
国
内
の
事
務
一
と
し
て
こ
れ

に
関
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
事
々
物
々
皆
外
国
に
比
較
し

て
処
置
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
勢
い
に
至
り
、
古
来
我

国
人
の
力
に
て
僅
に
達
し
得
た
る
文
明
の
有
様
を
も
っ

て
、
西
洋
諸
国
の
有
様
に
比
す
れ
ば
、
啻
に
三
舎
を
譲

る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
倣
わ
ん
と
し
て
或
い
は
望
洋

の
歎
を
免
か
れ
ず
、
益
＊
我
独
立
の
薄
弱
な
る
を
覚
ゆ

る
な
り
。
国
の
文
明
は
形
を
も
っ
て
評
す
べ
か
ら
ず
。

学
校
と
い
い
、
工
業
と
い
い
、
陸
軍
と
い
い
、
海
軍
と

い
う
も
、
皆
こ
れ
文
明
の
形
の
み
。
こ
の
形
を
作
る
は

難
き
に
非
ず
、
た
だ
銭
を
も
っ
て
買
う
べ
し
と
雖
ど

も
、
こ
こ
に
ま
た
無
形
の
一
物
あ
り
、
こ
の
物
た
る
や
、

目
見
る
べ
か
ら
ず
、
耳
聞
く
べ
か
ら
ず
、
売
買
す
べ
か

ら
ず
、
貸
借
す
べ
か
ら
ず
、
普
く
国
人
の
間
に
位
し
て

そ
の
作
用
甚
だ
強
く
、
こ
の
物
あ
ら
ざ
れ
ば
か
の
学
校

以
下
の
諸
件
も
実
の
用
を
な
さ
ず
、
真
に
こ
れ
を
文
明

の
精
神
と
言
う
べ
き
至
大
至
重
の
も
の
な
り
。
蓋
し
そ

の
物
と
は
何
ぞ
や
。
云
く
、
人
民
独
立
の
気
力
、
即
ち

こ
れ
な
り
。
　
近
来
我
政
府
、
頻
り
に
学
校
を
建
て
工

業
を
勧
め
、
海
陸
軍
の
制
も
大
い
に
面
目
を
改
め
、
文



明
の
形
、
略
備
わ
り
た
れ
ど
も
、
人
民
未
だ
外
国
へ
対

し
て
我
独
立
を
固
く
し
共
に
先
を
争
わ
ん
と
す
る
者
な

し
。
啻
に
こ
れ
と
争
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
偶
＊
彼
の

事
情
を
知
る
べ
き
機
会
を
得
た
る
人
に
て
も
、
未
だ
こ

れ
を
詳
ら
か
に
せ
ず
し
て
先
ず
こ
れ
を
恐
る
る
の
み
。

他
に
対
し
て
既
に
恐
怖
の
心
を
抱
く
と
き
は
、
仮
令
い

我
に
い
さ
さ
か
得
る
と
こ
ろ
あ
る
も
こ
れ
を
外
に
施
す

に
由
な
し
。
畢
竟
人
民
に
独
立
の
気
力
あ
ら
ざ
れ
ば
、

か
の
文
明
の
形
も
遂
に
無
用
の
長
物
に
属
す
る
な
り
。

　
そ
も
そ
も
我
国
の
人
民
に
気
力
な
き
そ
の
源
因
を
尋

ぬ
る
に
、
数
千
百
年
の
古
よ
り
全
国
の
権
柄
を
政
府
の

一
手
に
握
り
、
武
備
文
学
よ
り
工
業
商
売
に
至
る
ま

で
、
人
間
些
末
の
事
務
と
雖
ど
も
政
府
の
関
わ
ら
ざ
る

も
の
な
く
、
人
民
は
た
だ
政
府
の
嗾
す
る
と
こ
ろ
に
向

か
っ
て
奔
走
す
る
の
み
。
あ
た
か
も
国
は
政
府
の
私
有

に
し
て
、
人
民
は
国
の
食
客
た
る
が
如
し
。
既
に
無
宿

の
食
客
と
な
り
て
僅
に
こ
の
国
中
に
寄
食
す
る
を
得
る

も
の
な
れ
ば
、
国
を
視
る
こ
と
逆
旅
の
如
く
、
嘗
て
深

切
の
意
を
尽
す
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
の
気
力
を
見
わ
す

べ
き
機
会
を
も
得
ず
し
て
、
遂
に
全
国
の
気
風
を
養
い

成
し
た
る
な
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
今
日
に
至
っ
て



は
、
な
お
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
こ
と
あ
り
。
大
凡
世
間

の
事
物
、
進
ま
ざ
る
者
は
必
ず
退
き
、
退
か
ざ
る
者
は

必
ず
進
む
。
進
ま
ず
退
か
ず
し
て
潴
滞
す
る
者
は
あ
る

べ
か
ら
ざ
る
の
理
な
り
。
今
日
本
の
有
様
を
見
る
に
、

文
明
の
形
は
進
む
に
似
た
れ
ど
も
、
文
明
の
精
神
た
る

人
民
の
気
力
は
日
に
退
歩
に
赴
け
り
。
請
う
、
試
み
に

こ
れ
を
論
ぜ
ん
。
在
昔
足
利
徳
川
の
政
府
に
お
い
て

は
、
民
を
御
す
る
に
た
だ
力
を
用
い
、
人
民
の
政
府
に

服
す
る
は
力
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
力
足
ら
ざ
る
者
は
心

服
す
る
に
非
ず
、
た
だ
こ
れ
を
恐
れ
て
服
従
の
容
を
な

す
の
み
。
今
の
政
府
は
た
だ
力
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
智
慧
頗
る
敏
捷
に
し
て
、
嘗
て
事
の
機
に
後
る
る
こ

と
な
し
。
一
新
の
後
、
未
だ
十
年
な
ら
ず
し
て
、
学
校

兵
備
の
改
革
あ
り
、
鉄
道
電
信
の
設
あ
り
、
そ
の
他
石

室
を
作
り
、
鉄
橋
を
架
す
る
等
、
そ
の
決
断
の
神
速
な

る
と
そ
の
成
功
の
美
な
る
と
に
至
っ
て
は
、
実
に
人
の

耳
目
を
驚
か
す
に
足
れ
り
。
然
る
に
、
こ
の
学
校
兵
備

は
政
府
の
学
校
兵
備
な
り
、
鉄
道
電
信
も
政
府
の
鉄
道

電
信
な
り
、
石
室
鉄
橋
も
政
府
の
石
室
鉄
橋
な
り
。
人

民
果
し
て
何
の
観
を
な
す
べ
き
や
。
人
皆
言
わ
ん
、
政

府
は
啻
に
力
あ
る
の
み
な
ら
ず
兼
ね
て
ま
た
智
あ
り
、



我
輩
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ず
、
政
府
は
雲
上
に
在

り
て
国
を
司
り
、
我
輩
は
下
に
居
て
こ
れ
に
依
頼
す
る

の
み
、
国
を
患
う
る
は
上
の
任
な
り
、
下
賎
の
関
わ
る

と
こ
ろ
に
非
ず
と
。
概
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
古
の
政

府
は
力
を
用
い
、
今
の
政
府
は
力
と
智
と
を
用
ゆ
。
古

の
政
府
は
民
を
御
す
る
の
術
に
乏
し
く
、
今
の
政
府
は

こ
れ
に
富
め
り
。
古
の
政
府
は
民
の
力
を
挫
き
、
今
の

政
府
は
そ
の
心
を
奪
う
。
古
の
政
府
は
民
の
外
を
犯

し
、
今
の
政
府
は
そ
の
内
を
制
す
。
古
の
民
は
政
府
を

視
る
こ
と
鬼
の
如
し
、
今
の
民
は
こ
れ
を
視
る
こ
と
神

の
如
く
す
。
古
の
民
は
政
府
を
恐
れ
、
今
の
民
は
政
府

を
拝
む
。
こ
の
勢
い
に
乗
じ
て
事
の
轍
を
改
む
る
こ
と

な
く
ば
、
政
府
に
て
一
事
を
起
せ
ば
文
明
の
形
は
次
第

に
具
わ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
人
民
に
は
正
し
く
一
段
と

気
力
を
失
い
文
明
の
精
神
は
次
第
に
衰
う
る
の
み
。
い

ま
政
府
に
常
備
の
兵
隊
あ
り
、
人
民
こ
れ
を
認
め
て
護

国
の
兵
と
し
、
そ
の
盛
ん
な
る
を
祝
し
て
意
気
揚
々
た

る
べ
き
筈
な
る
に
、
却
っ
て
こ
れ
を
威
民
の
具
と
視
做

し
て
恐
怖
す
る
の
み
。
今
政
府
に
学
校
鉄
道
あ
り
、
人

民
こ
れ
を
一
国
文
明
の
微
と
し
て
誇
る
べ
き
筈
な
る

に
、
却
っ
て
こ
れ
を
政
府
の
私
恩
に
帰
し
、
益
＊
そ
の



賜
に
依
頼
す
る
の
心
を
増
す
の
み
。
人
民
既
に
自
国
の

政
府
に
対
し
て
萎
縮
震
慄
の
心
を
抱
け
り
、
豈
外
国
に

競
う
て
文
明
を
争
う
に
遑
あ
ら
ん
や
。
故
に
云
く
、
人

民
に
独
立
の
気
力
あ
ら
ざ
れ
ば
文
明
の
形
を
作
る
も
啻

に
無
用
の
長
物
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
民
心
を
退
縮
せ

し
む
る
の
具
と
な
る
べ
き
な
り
。
　
右
に
論
ず
る
と
こ

ろ
を
も
っ
て
考
う
れ
ば
、
国
の
文
明
は
上
政
府
よ
り
起

る
べ
か
ら
ず
、
下
小
民
よ
り
生
ず
べ
か
ら
ず
、
必
ず
そ

の
中
間
よ
り
興
り
て
衆
庶
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
示
し
、

政
府
と
並
立
ち
て
始
め
て
成
功
を
期
す
べ
き
な
り
。
西

洋
諸
国
の
史
類
を
案
ず
る
に
、
商
売
工
業
の
道
一
と
し

て
政
府
の
創
造
せ
し
も
の
な
し
、
そ
の
本
は
皆
中
等
の

地
位
に
あ
る
学
者
の
心
匠
に
成
り
し
も
の
の
み
。
蒸
気

機
関
は
ワ
ッ
ト
の
発
明
な
り
、
鉄
道
は
ス
テ
フ
ェ
ン
ソ

ン
の
工
夫
な
り
、
始
め
て
経
済
の
定
則
を
論
じ
商
売
の

法
を
一
変
し
た
る
は
マ
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
功
な
り
。
こ

の
諸
大
家
は
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ッ
ヅ
ル
カ
ラ
ッ
ス
」
な
る

者
に
て
、
国
の
執
政
に
非
ず
、
ま
た
力
役
の
小
民
に
非

ず
、
正
に
国
人
の
中
等
に
位
し
、
智
力
を
も
っ
て
一
世

を
指
揮
し
た
る
者
な
り
。
そ
の
工
夫
発
明
、
先
ず
一
人

の
心
に
成
れ
ば
、
こ
れ
を
公
に
し
て
実
地
に
施
す
に
は



私
立
の
社
友
を
結
び
、
益
＊
そ
の
事
を
盛
大
に
し
て
人

民
無
量
の
幸
福
を
万
世
に
遺
す
な
り
。
こ
の
間
に
当
り

政
府
の
義
務
は
、
た
だ
そ
の
事
を
妨
げ
ず
し
て
適
宜
に

行
わ
れ
し
め
、
人
心
の
向
か
う
と
こ
ろ
を
察
し
て
こ
れ

を
保
護
す
る
の
み
。
故
に
文
明
の
事
を
行
う
者
は
私
立

の
人
民
に
し
て
、
そ
の
文
明
を
護
す
る
者
は
政
府
な

り
。
こ
れ
を
も
っ
て
一
国
の
人
民
あ
た
か
も
そ
の
文
明

を
私
有
し
、
こ
れ
を
競
い
こ
れ
を
争
い
、
こ
れ
を
羨
み

こ
れ
を
誇
り
、
国
に
一
の
美
事
あ
れ
ば
全
国
の
人
民
手

を
拍
っ
て
快
と
称
し
、
た
だ
他
国
に
先
鞭
を
着
け
ら
れ

ん
こ
と
を
恐
る
る
の
み
。
故
に
文
明
の
事
物
悉
皆
人
民

の
気
力
を
増
す
の
具
と
な
り
、
一
事
一
物
も
国
の
独
立

を
助
け
ざ
る
も
の
な
し
。
そ
の
事
情
正
し
く
我
国
の
有

様
に
相
反
す
と
言
う
も
可
な
り
。
　
今
我
国
に
お
い
て

彼
の
「
ミ
ッ
ヅ
ル
カ
ラ
ッ
ス
」
の
地
位
に
居
り
、
文
明

を
首
唱
し
て
国
の
独
立
を
維
持
す
べ
き
は
た
だ
一
種
の

学
者
の
み
な
れ
ど
も
、
こ
の
学
者
な
る
も
の
、
時
勢
に

つ
き
眼
を
着
す
る
こ
と
高
か
ら
ざ
る
か
、
或
い
は
国
を

患
う
る
こ
と
身
を
患
う
る
が
如
く
切
な
ら
ざ
る
か
、
或

い
は
世
の
気
風
に
酔
い
只
管
政
府
に
依
頼
し
て
事
を
成

す
べ
き
も
の
と
思
う
か
、
概
ね
皆
そ
の
地
位
に
安
ん
ぜ



ず
し
て
去
っ
て
官
途
に
赴
き
、
些
末
の
事
務
に
奔
走
し

て
徒
に
心
身
を
労
し
、
そ
の
挙
動
笑
う
べ
き
も
の
多
し

と
雖
ど
も
、
自
ら
こ
れ
を
甘
ん
じ
人
も
ま
た
こ
れ
を
怪

し
ま
ず
、
甚
だ
し
き
は
野
に
遺
賢
な
し
と
言
っ
て
こ
れ

を
悦
ぶ
者
あ
り
。
固
よ
り
時
勢
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ

に
て
、
そ
の
罪
一
個
の
人
に
在
ら
ず
と
雖
ど
も
、
国
の

文
明
の
た
め
に
は
一
大
災
難
と
言
う
べ
し
。
文
明
を
養

う
成
す
べ
き
任
に
当
り
た
る
学
者
に
し
て
、
そ
の
精
神

の
日
に
衰
う
る
を
傍
観
し
て
こ
れ
を
患
う
る
者
な
き

は
、
実
に
長
大
息
す
べ
き
な
り
、
ま
た
痛
哭
す
べ
き
な

り
。
独
り
我
慶
応
義
塾
の
社
中
は
、
僅
に
こ
の
災
難
を

免
れ
て
、
数
年
独
立
の
名
を
失
わ
ず
、
独
立
の
塾
に
居

て
独
立
の
気
を
養
い
、
そ
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
全
国
の

独
立
を
維
持
す
る
の
一
事
に
在
り
。
然
り
と
雖
ど
も
、

時
勢
の
世
を
制
す
る
や
、
そ
の
力
急
流
の
如
く
ま
た
大

風
の
如
し
。
こ
の
勢
い
に
激
し
て
屹
立
す
る
は
固
よ
り

易
き
に
非
ず
、
非
常
の
勇
力
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
知
ら
ず

し
て
流
れ
識
ら
ず
し
て
靡
き
、
動
も
す
れ
ば
そ
の
脚
を

失
す
る
の
恐
あ
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
人
の
勇
力
は
、
た

だ
読
書
の
み
に
由
っ
て
得
べ
き
も
の
に
非
ず
。
読
書
は

学
問
の
術
な
り
、
学
問
は
事
を
な
す
の
術
な
り
。
実
地



に
接
し
て
事
に
慣
る
る
に
非
ざ
れ
ば
、
決
し
て
勇
力
を

生
ず
べ
か
ら
ず
。
我
社
中
既
に
そ
の
術
を
得
た
る
者

は
、
貧
苦
を
忍
び
艱
難
を
冒
し
て
、
そ
の
所
得
の
知
見

を
文
明
の
事
実
に
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
科
は
枚

挙
に
遑
あ
ら
ず
。
商
売
勤
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
法
律
議

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
工
業
起
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
農
業

勧
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
著
者
訳
術
新
聞
の
出
版
、
凡
そ

文
明
の
事
件
は
尽
く
取
っ
て
我
私
有
と
な
し
、
国
民
の

先
を
な
し
て
政
府
と
相
助
け
、
官
の
力
と
私
の
力
と
互

い
に
平
均
し
て
一
国
全
体
の
力
を
増
し
、
か
の
薄
弱
な

独
立
を
移
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
の
基
礎
に
置
き
、

外
国
と
鉾
を
争
っ
て
毫
も
譲
る
こ
と
な
く
、
今
よ
り
数

十
の
新
年
を
経
て
顧
み
て
今
月
今
日
の
有
様
を
回
想

し
、
今
日
の
独
立
を
悦
ば
ず
し
て
却
っ
て
こ
れ
を
愍
笑

す
る
の
勢
い
に
至
る
は
、
豈
一
大
快
事
な
ら
ず
や
。
学

者
宜
し
く
そ
の
方
向
を
定
め
て
期
す
る
こ
と
ろ
あ
る
べ

き
な
り
。（
明
治
七
年
一
月
出
版
）


