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福
澤
諭
吉
は
明
治
五
年
二
月
『
学
問
の
す
ゝ
め
』

第
一
篇
を
出
し
同
九
年
ま
で
に
第
十
七
篇
を
書
き

あ
げ
た
。
彼
の
書
い
た
も
の
が
当
時
の
青
年
に
如
何

に
訴
え
た
か
は
今
で
も
老
年
の
人
に
聞
け
ば
よ
く

わ
か
る
の
で
あ
る
。
福
澤
自
身
も
、
国
民
の
中
百
六

十
人
に
一
人
は
此
の
書
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
言

っ
て
い
る
。 

教
育
に
関
す
る
も
の
で
か
く
の
如
く
日
本
人
に

影
響
を
与
え
た
も
の
は
空
前
絶
後
と
い
え
よ
う
。
こ

の
思
想
が
日
本
教
育
の
現
在
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
日

本
人
の
学
問
観
や
教
育
観
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

併
し
不
思
議
な
こ
と
に
現
在
わ
れ
わ
れ
が
『
学
問

の
す
ゝ
め
』
を
読
み
直
し
て
み
る
と
依
然
と
し
て
教

え
ら
れ
る
所
が
多
い
の
で
あ
る
。
否
、
こ
ん
に
ち
普

通
一
般
の
人
の
も
っ
て
い
る
教
育
観
や
学
問
観
を

訂
正
す
る
も
の
さ
え
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

ん
に
ち
の
人
は
福
澤
に
叱
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。 

近
頃
世
上
の
様
子
を
み
る
と
識
者
の
中
で
改
革

を
唱
え
る
者
は
口
を
開
け
ば
西
洋
文
明
の
す
ぐ
れ

た
事
を
述
べ
、
万
人
が
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
、
若
し
こ
う
い
う
事
情
を
例
え
て
言
っ
て
み

る
な
ら
、
日
本
人
が
仮
り
に
、
煙
草
を
吹
か
し
て
、

西
洋
人
が
煙
管
を
使
う
な
ら
ば
、
改
革
論
者
は
、
日

本
人
は
機
械
を
使
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
ま
だ

煙
管
を
発
明
し
て
い
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う

い
う
状
態
が
現
在
の
有
様
だ
。
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
個

性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
異
な
っ
た
習
俗
を
取
り
入

れ
る
に
は
よ
く
考
慮
し
て
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

こ
れ
は
福
澤
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
十
五
篇
の
中

で
言
っ
て
い
る
こ
と
の
一
部
を
易
訳
し
た
の
で
あ

る
が
こ
う
い
う
有
様
を
わ
れ
わ
れ
は
今
の
教
育
界

に
み
る
の
で
あ
る
。 

新
し
い
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
二
言

目
に
は
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
う
や
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
が
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
ど
う
や

ら
そ
う
い
う
性
格
は
天
性
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。 

「
我
人
民
の
精
神
に
於
て
此
数
千
年
の
習
慣
に
疑

を
容
れ
た
だ
其
原
因
を
尋
れ
ば
、
初
て
国
を
開
て
西

洋
諸
国
に
交
り
彼
の
文
明
の
有
様
を
み
て
、
其
美
を

信
じ
之
に
倣
は
ん
と
し
て
我
旧
習
に
疑
を
容
れ
た

る
も
の
な
れ
ば
、
恰
も
之
を
自
発
の
疑
と
云
ふ
可
ら

ず
唯
旧
を
信
ず
る
の
信
を
以
て
新
を
信
じ
昔
日
は

人
心
の
信
頼
に
在
り
し
も
の
今
日
は
其
処
を
移
し

て
西
に
転
じ
た
る
の
み
に
し
て
其
信
疑
の
取
捨
如

何
に
至
っ
て
は
果
し
て
的
当
の
明
あ
る
を
信
ず
可

ら
ず
」 

 

こ
れ
を
現
代
語
に
直
し
て
み
た
ら
ど
う
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
民
主
主
義
は
与
え

ら
れ
た
民
主
主
義
で
あ
っ
て
、
自
ら
切
り
開
い
た
も

の
で
な
い
と
い
う
と
い
う
あ
の
何
時
も
言
わ
れ
る

言
葉
に
な
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
今
頃
何
を
言
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
言
葉
が
、
若
し
福
澤
が
生
き
て
い

た
ら
当
然
出
る
と
思
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。 

十
二
篇
に
「
演
説
の
法
を
勤
る
の
説
」
と
い
う
の

が
あ
っ
て
、
「
学
問
は
唯
読
書
の
一
科
に
非
ず
と
の

こ
と
は
既
に
人
の
知
る
所
な
れ
ば
今
こ
れ
を
論
弁

す
る
に
及
ば
ず
学
問
の
要
は
活
用
に
在
る
の
み
活

用
な
き
学
問
は
無
学
に
等
し
」
と
こ
う
大
上
段
に
振

り
か
ぶ
っ
て
か
ら
、
「
学
問
の
本
趣
意
は
読
書
の
み

に
非
ず
し
て
精
神
の
働
き
に
在
り
此
働
を
活
用
し

て
実
地
に
施
す
に
は
様
々
の
工
夫
な
か
る
可
ら
ず

『
ヲ
ブ
セ
ル
ヴ
ェ
―
シ
ョ
ン
』
と
は
事
物
を
視
察
す

る
こ
と
な
り
『
リ
ー
ゾ
ニ
ン
グ
』
と
は
事
物
の
道
理

を
推
定
し
て
自
分
の
説
を
伝
る
こ
と
な
り
此
二
箇
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条
に
て
は
固
よ
り
未
だ
学
問
の
方
便
を
尽
し
た
り

と
云
ふ
可
ら
ず
尚
こ
の
外
に
書
を
読
ま
ざ
る
可
ら

ず
書
を
書
か
ざ
る
可
ら
ず
人
と
談
話
せ
ざ
る
可
ら

ず
人
に
向
て
言
を
述
べ
ざ
る
可
ら
ず
此
諸
件
の
術

を
用
ひ
尽
し
て
始
て
学
問
を
勉
強
す
る
人
と
云
う

可
し
即
ち
視
察
、
推
究
、
読
書
は
以
て
智
見
を
集
め

談
話
は
以
て
智
見
交
易
し
著
書
演
説
は
以
て
智
見

を
散
ず
る
の
術
な
り
然
り
而
し
て
此
諸
術
の
中
に

は
或
は
一
人
の
私
を
以
て
能
ず
可
き
も
の
あ
り
と

雖
ど
も
談
話
と
演
説
に
至
っ
て
は
必
ず
し
も
人
と

共
に
せ
ざ
る
を
得
ず
演
説
会
の
要
用
な
る
こ
と
以

て
知
る
べ
き
な
り
」 

と
言
っ
て
い
る
。
最
近
新
し
い
教
育
が
は
じ
ま
っ

て
子
供
は
事
物
の
視
察
を
や
り
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
と
称
し
談
話
、
演
説
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
な
ど
も
盛
ん
に
新
し
い
教
育
の
考
え
方
を
あ
ち

ら
こ
ち
ら
で
話
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
福
澤
に
叱

ら
れ
そ
う
な
話
で
あ
る
。 

「
然
る
に
学
問
の
道
に
於
て
談
話
演
説
の
大
切
な

る
こ
と
は
明
白
に
し
て
今
日
こ
れ
を
実
に
行
ふ
も

の
な
き
は
何
ぞ
や
学
者
の
懶
惰
と
云
ふ
べ
し
」
と
誠

に
恐
れ
入
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
話
の
下

手
な
国
民
で
あ
っ
て
、
大
ぜ
い
集
ま
っ
た
時
に
話
す

こ
と
は
と
く
に
下
手
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ま
け

て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
学
問

を
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

所
で
大
切
な
こ
と
は
こ
の
学
問
に
つ
い
て
の
考

え
方
で
あ
る
。
福
澤
の
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
今

そ
う
い
う
言
葉
で
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
と
は

だ
い
ぶ
異
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
篇
に 

「
唯
文
字
を
読
む
の
み
を
以
て
学
問
と
す
る
は
大

な
る
心
得
違
な
り
文
字
は
学
問
を
す
る
た
め
の
道

具
に
て
例
え
ば
家
を
建
る
に
鎚
鋸
の
入
用
な
る
如

し
」 

「
文
字
を
読
む
こ
と
の
み
を
知
て
物
事
の
道
理
を

弁
へ
ざ
る
者
は
こ
れ
を
学
者
と
云
ふ
可
ら
ず
」 

「
我
邦
の
古
事
記
は
暗
誦
す
れ
ど
も
今
日
の
米
の

相
場
を
知
ら
ざ
る
者
は
こ
れ
を
世
帯
の
学
問
に
暗

き
男
と
云
ふ
可
し
経
書
史
類
の
奥
義
に
達
し
た
れ

ど
も
商
売
の
法
を
心
得
て
正
し
く
取
引
を
為
す
こ

と
能
は
ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
帳
合
の
学
問
に
拙
き

人
と
云
ふ
可
し
」 

「
此
書
の
表
題
は
学
問
の
す
ゝ
め
と
名
付
け
た
れ

ど
も
決
し
て
字
を
読
む
こ
と
の
み
を
勧
る
に
非
ず
」

と
有
名
な
説
明
が
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
学

問
と
は
精
神
の
働
き
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
世
帯
も
帳
合
も
学
問
な
の
で
あ
る
。
若

し
こ
う
い
う
学
問
が
人
民
一
般
の
間
に
普
及
し
て

い
れ
ば
、 

「
方
今
我
国
に
お
い
て
最
も
憂
ふ
べ
き
は
人
民
の

見
識
未
だ
高
尚
な
ら
ざ
る
の
一
事
な
り
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
現

在
で
も
依
然
と
し
て
そ
う
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。 

「
人
の
見
識
品
行
は
微
妙
な
る
理
を
断
ず
る
の
み

に
て
高
尚
な
る
べ
き
に
非
ず
」 

「
又
人
の
見
識
品
行
は
唯
聞
見
の
博
き
の
み
に
て

高
尚
な
る
可
べ
き
に
非
ず
」 

「
然
ら
ば
即
ち
人
の
見
識
を
高
尚
に
し
て
其
品
行

を
提
起
す
る
の
法
如
何
に
す
可
や
其
要
訣
は
事
物

の
有
様
を
比
較
し
て
上
流
に
向
ひ
自
か
ら
満
足
す

る
こ
と
な
き
の
事
に
在
り
」
こ
う
い
う
意
欲
を
以
て

世
帯
や
帳
合
の
こ
と
を
考
え
改
め
て
い
く
、
進
歩
せ

し
め
て
い
く
こ
と
が
即
ち
彼
の
学
問
な
の
で
あ
る
。 

 

成
程
そ
う
言
わ
れ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
尤
も
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
学
問
と
い
え
ば
自
分

の
生
活
と
は
遠
い
所
に
あ
る
も
の
を
書
物
を
も
っ

て
知
り
、
微
妙
な
こ
と
を
談
ず
る
こ
と
だ
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
我
が
国
の
生
活
は
た
か

ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
外
国
の
す
ぐ
れ
た
も
の

を
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
見
守
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
学
問
は
し
て
も
役
に
た
た
な
か
っ
た
こ
と

は
今
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
実
証
し
て
い
る
。
こ
れ

で
は
福
澤
に
叱
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
央
教
育
研
究
所
員
） 
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て
い
た
。 


