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を

│
│
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
刊
行
１
５
０
年

と
い
う
こ
と
で
、
岩
谷
教
授
に
と
っ
て
、『
学

問
の
す
ゝ
め
』
の
魅
力
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

岩
谷　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
初
編
か
ら
第

十
七
編
ま
で
の
小
冊
子
を
合
冊
し
た
本
で

す
。
各
編
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
扱
わ
れ
、

読
み
返
す
た
び
に
、
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま

す
。
福
澤
の
も
の
の
見
方
は
斬
新
で
あ
り
、

当
時
の
状
況
を
生
き
生
き
と
現
代
の
私
た
ち

に
届
け
て
く
れ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い

ま
す
。
二
人
は
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
『
学
問

の
す
ゝ
め
』
を
読
み
ま
し
た
か
。

金
澤　
実
は
今
回
、
初
め
て
読
み
ま
し
た
。

人
と
し
て
の
生
き
方
や
、
政
府
と
国
民
の
関

係
を
考
え
、
多
く
の
こ
と
を
学
べ
ま
し
た
。

第
八
編
の
男
女
平
等
に
つ
い
て
な
ど
、
現
代

に
も
通
じ
る
内
容
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。

小
久
保　
身
近
に
福
澤
に
詳
し
い
方
々
が
多

　
２
０
２
２
年
、
初
編
刊
行
か
ら
１
５
０
年
を
迎
え
た
『
学
問
の

す
ゝ
め
』。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
21
世
紀
の
今
も
決

し
て
色
あ
せ
て
い
な
い
。
慶
應
義
塾
で
は
、
あ
ら
た
め
て
学
問
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
お
う
と
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』

1
5
0
周
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ガ
ク
モ
ン
ノ
ス
ス
メ
」
を
展
開
。

今
回
の
特
集
で
も
そ
の
教
え
と
魅
力
の
一
端
を
お
伝
え
し
た
い
。

学問
─『学問のすゝ め』初編刊行から150年─
あらためて考える

座
談
会

：

今
だ
か
ら
こ
そ
読
み
た
い

『
学
問
の
す
ゝ
め
』

理
念
と
現
実
の
綴
れ
織
り
か
ら

展
開
さ
れ
る
論
の
面
白
さ

常任理事・法学部教授

岩
い わ

谷
た に

十
じゅう

郎
ろ う

商学部３年

金
か な

澤
ざ わ

萌
も え

美
み

君

法学部政治学科２年

小
こ

久
く

保
ぼ

真
ま さ

聖
と

君



塾  WINTER 2023 NO.3173

ま
り
、
福
澤
の
述
べ
た
「
時
間
を
か
け
て
、

じ
っ
く
り
と
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
見
直
し

て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
が
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
刺

さ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

岩
谷　
学
問
の
あ
る
な
し
が
社
会
を
生
き
て

い
く
パ
ス
ポ
ー
ト
と
な
る
こ
と
を
、
福
澤
は

人
々
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。明
治
時
代
に
は
、

国
家
試
験
が
導
入
さ
れ
、
勉
強
す
れ
ば
人
々

は
、社
会
的
な
上
昇
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

立
身
出
世
の
時
代
の
到
来
で
す
。『
学
問
の

す
ゝ
め
』
に
は
「
競
争
」
の
原
理
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
他
者
と
の
摩
擦
や
競
争
が
生
じ
ま

す
。
福
澤
は
個
人
や
国
家
間
の
競
争
を
否
定

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
人
の
天
性
は
、
人じ
ん

間か
ん

交
際
（
社
会
の
こ
と
）
の
一
員
と
し
て
貢
献

す
る
こ
と
に
あ
る
と
、
第
十
編
で
記
し
て
い

ま
す
。

│
│
競
争
の
原
理
か
ら
生
じ
る
「
怨
望
」
に

も
触
れ
て
い
ま
す
ね
。

岩
谷　
第
十
三
編
で
は
、人
か
ら
ね
た
ま
れ
、

人
を
う
ら
や
む
感
情
を
い
か
に
克
服
す
べ
き

か
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。
ね
た
み
は
人

と
自
分
を
比
較
す
る
気
持
ち
か
ら
生
ま
れ
ま

す
が
、
競
争
と
は
比
較
で
す
。
第
十
二
編
で

は
、
あ
る
基
準
で
比
較
す
れ
ば
、
上
下
優
劣

の
関
係
の
順
位
が
与
え
ら
れ
て
も
、
別
の
基

金
澤　
学
問
の
目
的
は
国
民
の
質
を
上
げ

る
こ
と
に
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
社
会
の

安
定
や
平
和
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う

記
述
か
ら
、
私
は
あ
ら
た
め
て
自
分
が
な

ぜ
学
問
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
人
々

が
学
問
を
す
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

岩
谷　
福
澤
は
、
学
問
を
身
に
付
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
有
様
の
中
の
違
い
が
す
ぐ
に
な

く
な
る
と
は
言
わ
ず
、
そ
の
違
い
を
持
ち
な

が
ら
、
我
々
は
生
ま
れ
な
が
ら
平
等
で
あ
る

と
い
う
考
え
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
。
封
建

時
代
の
身
分
や
門
地
に
よ
る
差
別
が
残
る
現

実
に
あ
っ
て
、
新
し
い
学
問
を
通
し
た
新
し

い
認
識
が
、古
い
制
度
や
価
値
を
相
対
化
し
、

薄
れ
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
、
本
当
の
理
念

的
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
と
説
き
ま
し

た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
時
間
が
か
か
り
、
す

ぐ
に
結
果
が
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
時
間
の
か
か
る
営
み
へ
と
人
々
を
誘
う

本
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

│
│
現
代
の
私
た
ち
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
に

感
銘
を
受
け
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

金
澤　
現
代
社
会
は
早
く
結
果
を
求
め
る
あ

く
、
そ
の
影
響
で
読
み
は
じ
め
ま
し
た
。
特

に
繰
り
返
し
読
ん
だ
の
は
初
編
で
す
が
、
や

は
り
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の

下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
」
と
い
う
、
時

代
を
超
え
て
人
目
を
引
き
付
け
る
一
文
を
初

編
の
冒
頭
に
入
れ
た
セ
ン
ス
は
素
晴
ら
し
い

と
思
い
ま
す
。

岩
谷　
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
」
は

有
名
な
一
文
で
す
が
、
そ
の
あ
と
の
「
さ
れ

ど
も
」
か
ら
続
く
一
文
へ
の
展
開
が
、
実
は

大
事
で
す
。
現
代
語
訳
に
は
反
映
さ
れ
て
い

な
い
「
有あ
り

様さ
ま

」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
く

だ
さ
い
。「
有
様
」
と
は
現
実
で
す
。
福
澤
は

「
天
は
…
…
」
の
一
文
で
「
理
念
」
を
示
し
ま

す
。
こ
の
理
念
と
有
様
（
現
実
）
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
こ
そ
が
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
福
澤

が
貫
い
て
い
る
主
張
で
す
。
現
実
が
理
念
に

照
ら
さ
れ
た
と
き
に
課
題
が
現
れ
、
そ
れ
を

克
服
す
る
方
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
こ
の

理
念
と
現
実
の
綴
れ
織
り
が
論
を
進
め
て
い

く
仕
掛
け
で
す
。

小
久
保　
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
を
一
番
表
し
て
い
る
の
が
初
編
だ
と
思

い
ま
す
。
福
澤
は
学
問
と
は
現
実
に
役
立
て

る
も
の
で
あ
り
、
学
問
を
目
的
に
せ
ず
に
、

そ
れ
を
使
っ
て
何
か
を
す
べ
き
だ
と
い
う
考

え
を
記
し
て
い
ま
す
。

現
代
に
も
通
底
す
る

話
題
に
富
ん
で
い
る
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や
生
命
を
守

る
。
国
民
は
政

府
と
同
等
の
立

場
に
あ
り
、
法

律
は
国
民
が
自

ら
に
課
し
た
も

の
だ
と
説
い
た

の
で
す
。

│
│
福
澤
の
考

え
は
人
々
に
理

解
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
谷　
理
解
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
福
澤
は
第
六
編
で
、
封
建
時
代
に
は

義
士
と
讃
え
ら
れ
た
赤
穂
浪
士
を
、
明
治
時

代
に
お
い
て
は
無
駄
死
に
だ
と
述
べ
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
で
反
対
論
を
持
つ
人
た
ち
か

ら
暗
殺
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

封
建
道
徳
の
時
代
と
今
は
違
う
、
そ
の
よ
う

な
な
か
で
赤
穂
浪
士
を
褒
め
続
け
る
の
は
か

え
っ
て
彼
ら
に
失
礼
だ
と
、
回
り
く
ど
い
弁

明
を
し
ま
し
た
。
現
代
は
誹
謗
中
傷
、
い
わ

ば
私
裁
が
渦
巻
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
状
況

を
福
澤
が
見
た
ら
ど
う
思
う
で
し
ょ
う
か
。

│
│
令
和
の
現
代
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
が

準
か
ら
見
れ
ば
逆
に
な
る
。
比
較
を
す
る
な

ら
ば
全
体
を
見
な
さ
い
と
、基
準
の
相
対
化
・

多
元
化
を
説
く
の
で
す
。

│
│
現
代
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
社
会
に
つ
い
て
、
第
六

編
と
関
連
付
け
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

小
久
保　
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
り
、
言
論
の
自
由
が

実
質
的
に
担
保
さ
れ
て
き
ま
し
た
。そ
れ
は
、

福
澤
の
目
指
し
た
文
明
社
会
の
形
式
的
な
達

成
に
つ
な
が
り
ま
す
。
現
代
の
ネ
ッ
ト
社
会

に
お
け
る
炎
上
に
つ
い
て
、
私
刑
と
い
う
言

葉
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
第
六
編
で
は
「
私
裁

を
禁
ず
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
ね
。

岩
谷　
明
治
３
年
に
制
定
さ
れ
た
「
新
律
綱

領
」
で
は
、
自
分
の
祖
父
母
や
親
が
殺
さ
れ

た
と
き
に
仇あ
だ

討
ち
を
し
た
場
合
に
は
50
回
鞭

で
た
た
か
れ
る
、そ
の
程
度
の
処
罰
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
仇
討
ち
は
封
建
道
徳
の
鑑
か
が
み

と
さ
れ
公
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
３
年

の
社
会
は
ま
だ
そ
う
し
た
様
相
を
と
ど
め
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
明
治
15
年
に
は
、

計
画
性
を
持
っ
た
殺
人
と
し
て
通
常
の
殺
人

罪
よ
り
も
重
い
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
福
澤
は
第
六
編
で
、
お
上
の

命
令
に
下
々
の
者
が
服
従
す
る
と
い
う
有
様

か
ら
の
脱
却
が
必
要
だ
と
述
べ
ま
す
。
政
府

と
国
民
は
契
約
関
係
に
あ
り
、
国
民
は
税
金

を
払
い
、
政
府
は
法
律
に
よ
り
国
民
の
生
活

教
え
て
く
れ
る
こ
と
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

小
久
保 

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
示
さ
れ
た

勉
強
の
範
疇
は
、
義
務
教
育
と
い
う
形
で
今

の
日
本
で
は
達
成
で
き
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
今
後
は
も
う
一
段
階
進
め
て
、
理
想
の

部
分
に
力
を
入
れ
る
こ
と
を
社
会
全
体
で
進

め
る
べ
き
で
す
。
近
年
、
理
系
的
や
即
席
な

有
形
の
学
問
が
重
視
さ
れ
が
ち
で
、
当
然
に

そ
れ
も
重
要
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
無
形
の

学
問
も
軽
視
せ
ず
意
識
し
て
じ
っ
く
り
と
育

て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

金
澤　
現
代
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
か
ら
社
会
情

勢
、
環
境
問
題
ま
で
、
人
間
が
影
響
を
受
け

る
要
因
の
多
い
大
変
な
時
代
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
一
個
人
と
し
て
ど
う
生
き
る
か
を
考

え
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の
た
め
に
も
ひ
た

む
き
に
学
問
を
す
る
こ
と
。
そ
れ
を
よ
り
多

く
の
人
が
達
成
で
き
れ
ば
、
国
や
世
界
の
発

展
、
そ
し
て
平
和
の
構
築
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
と
信
じ
て
い
ま
す
。

岩
谷　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
で
貫
か
れ
て
い

る
モ
チ
ー
フ
と
は
、
当
た
り
前
を
疑
う
視
点

だ
と
思
い
ま
す
。
当
た
り
前
と
い
う
有
様
を

疑
問
視
し
て
課
題
化
し
て
い
く
そ
の
先
に
、

我
々
が
目
指
す
べ
き
理
念
や
理
想
が
あ
る
は

ず
で
す
。
そ
れ
ら
を
常
に
忘
れ
ず
に
歩
ん
で

い
き
た
い
も
の
で
す
。

人
と
し
て
の
生
き
方
、
よ
り
ど
こ
ろ

と
す
る
理
念
や
理
想
が
あ
る
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で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』

の
中
で
福
澤
は
、
社
会
は
他
人
の
智
恵
や
財

に
依
存
し
な
い
独
立
し
た
「
人
」
同
士
の
交

際
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ま
す
。
交

際
で
大
切
な
の
は
、
相
手
の
立
場
を
想
像
で

き
る
力
で
す
。自
身
の
自
由
や
独
立
と
同
様
、

相
手
の
自
由
と
独
立
を
敬
い
、
双
方
が
成
立

す
る
道
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
す
。

日
々
の
生
活
の
中
で
情
報
を
得
、
智
徳
を
育

み
、
自
身
が
歩
む
べ
き
道
を
考
え
る
。
そ
れ

こ
そ
が
「
学
問
」
で
す
。
福
澤
は
こ
の
著
作

の
中
で
、「
学
問
」
の
た
め
に
多
く
の
示
唆
を

与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
福
澤
は『
学

問
の
す
ゝ
め
』
最
終
第
十
七
編
の
最
後
の
一

文
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
り
ま
す
。「
人

に
し
て
人
を
毛
嫌
い
す
る
勿
れ
」

加
わ
り
、
女
性
の
能
力
は
生
来
男
性
よ
り

劣
り
、
生
涯
を
通
じ
男
性
に
従
っ
て
生
き

る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
福
澤
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』

第
八
編
で
「
男
も
人
な
り
女
も
人
な
り
」
と

述
べ
、
男
女
ど
ち
ら
も
「
人
」
で
あ
り
、
男

性
も
女
性
も
一
日
た
り
と
も
「
こ
の
世
」
に

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
同
等
の
存
在
で
あ
る

と
主
張
し
ま
す
。
第
十
三
編
で
は
「
人
の
心

の
性
は
男
子
も
女
子
も
異
な
る
の
理
な
し
」

と
述
べ
、
第
十
五
編
で
は
常
識
を
疑
っ
て
真

実
を
見
出
し
た
ガ
リ
レ
オ
と
比
し
て
、 

”男

は
外
、
女
は
内
“
と
い
う
男
女
関
係
の
常
識

の
変
革
に
挑
ん
だ
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・

ミ
ル
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
し
て
、
平
等
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
男
女
の
立
場
を
入
れ
替

え
て
考
え
て
み
よ
と
言
い
ま
す
。
も
し
逆
の

立
場
で
あ
っ
た
ら
ど
う
感
じ
る
の
か
。
相
手

に
な
っ
て
考
え
れ
ば
、
お
の
ず
と
答
え
が
見

え
く
る
、
そ
れ
が
福
澤
の
主
張
で
す
。

　

で
は
あ
ら
た
め
て
、
な
ぜ
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
な
の
か
。
福
澤
は
、
学
問
と
は
た
だ
難

し
い
文
章
を
読
ん
だ
り
作
っ
た
り
す
る
こ
と

　
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
い
え
ば
、
誰
で
も

冒
頭
の
名
句
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の

下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
」。
で
は
『
学

問
の
す
ゝ
め
』
は
人
間
の
平
等
を
説
い
た
本

な
の
で
し
ょ
う
か
？　
「
い
や
、
実
は
世
の

中
に
は
賢
愚
貧
富
、
貴
賤
上
下
が
あ
る
と
続

き
、
そ
の
差
は
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
に
あ
る
。

だ
か
ら
『
学
問
』
を
し
な
さ
い
と
勧
め
る
本

な
ん
だ
よ
」
と
答
え
る
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
確
か
に
そ
れ
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
貫
く
大
き

な
主
題
は
、
や
は
り
人
間
の
平
等
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
誰
に
対
し
て
も
機
会
が
均
等
に

与
え
ら
れ
る
社
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ
れ
が
福
澤
諭
吉
の
強
い
思
い
で
し
た
。

　

彼
は
、
男
女
も
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ま
し
た
。
武
力
の
強
弱
か
ら
始
ま

っ
た
近
世
で
は
、
儒
学
の
陰
と
陽
の
概
念
も

『東京日日新聞』より（明治７年発行）
提供：福澤研究センター

「
学
問
」と
は
何
か
―『
学
問
の
す
ゝ
め
』の
男
女
平
等
論
か
ら

福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授西に

し

澤ざ
わ

直な
お

子こ

を ─『学問のすゝ め』初編刊行から150年─あらためて考える学問
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天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
、

人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り

一身独立して
一国独立する

凡お
よ

そ
人
間
に
不
徳
の
箇
条
多
し
と
雖い

え
ど

も
、

そ
の
交
際
に
害
あ
る
も
の
は

怨え
ん

望ぼ
う

よ
り
大
な
る
は
な
し

顔
色
容
貌
を
快
く
し
て
、

一
見
、直
ち
に
人
に
厭い

と

わ
る
る
こ
と
無
き
を
要
す

1
5
0
年
前
、
明
治
維
新
の
時
代
に
発
表
さ
れ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
だ
が
、

現
代
人
の
心
に
も
響
く
数
々
の
名
言
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら

10
の
名
言
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
た
現
代
語
訳
で
紹
介
す
る
。

人
に
生
ま
れ
つ
き
の
格
差
は
な
い
（
だ
が
実
際
の
人
間

社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
が
存
在
す
る
。
そ
の
理

由
は
学
ぶ
か
、
学
ば
な
い
か
の
差
で
あ
る
）。

顔
色
や
表
情
を
い
き
い
き
と
明
る
く
見
せ
、
相
手
に

イ
ヤ
な
印
象
を
与
え
な
い
こ
と
は
、
人
と
交
際
す
る

基
本
的
な
モ
ラ
ル
で
あ
る
。

人
間
に
は
多
く
の
欠
点
が
あ
る
が
、
人
間
社
会

に
お
い
て
も
っ
と
も
有
害
と
い
え
る
の
が
「
怨
望

（
ね
た
み
や
う
ら
み
）」
で
あ
る
。

民衆はまずは自身の独立を目指し、それに
よって一国を豊かに強くする。そうすれば
西洋の力など恐れるに足りない。

初編

第17編

第13編

第3編

進まざる者は必ず退き、
退ざる者は必ず進む

世間の物事は、進歩しないものはその
まますたれていき、進む努力を続ける
ものは必ず前進するものである。

第5編

『
学
問
の
す
ゝ
め
』

名
言
集
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自由と我儘との界
さかい

は、
他人の妨げをなすと
なさざるとの間にあり

人は誰しも自由に生きることができ
る。しかし他人に害を及ぼす「自分勝
手」はわがままである。

初編

読
書
は
学
問
の
術
な
り
、

学
問
は
事
を
な
す
の
術
な
り

信
の
世
界
に
偽ぎ

詐さ

多
く
、

疑
の
世
界
に
真
理
多
し

男
も
人
な
り
女
も
人
な
り

学
問
に
入
ら
ば
大
い
に
学
問
す
べ
し
。

農
た
ら
ば
大
農
と
な
れ
、

商
た
ら
ば
大
商
と
な
れ

読
書
と
は
学
問
を
す
る
た
め
の
技
術
で
、
学
問
と
は

物
事
を
な
す
た
め
の
技
術
に
過
ぎ
な
い
。
実
地
で
の

経
験
を
持
つ
こ
と
が
大
切
。

信
じ
て
い
た
こ
と
に
は
偽
り
が
多
く
、
疑
っ
て
い
た

こ
と
が
真
実
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
一
度
、
自
分
を

疑
っ
て
み
る
と
意
外
な
事
実
が
見
え
て
く
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
世
に
生
ま
れ
た

者
は
、
男
で
あ
っ
て
も
、
女
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す

べ
き
使
命
を
持
っ
た
人
間
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

学
問
を
志
し
た
な
ら
大
い
に
学
問
に
励
め
。
農
業
な

ら
豪
農
に
、
商
業
な
ら
大
商
人
を
目
指
せ
！　

小
さ

な
安
定
に
満
足
し
て
は
い
け
な
い
。

第5編

第15編

第8編

第10編

　

三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
東
門
の
す
ぐ
隣
、
文
銭
堂

本
舗
で
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
最
中
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
付
属
の
竹

べ
ら
を
使
い
、
餡
を
自
分
で
最
中
の
皮
に
詰
め

る
「
手
付
け
最
中
」
で
、
パ
リ
ッ
と
香
ば
し
い

最
中
の
食
感
を
い
つ
で
も
堪
能
で
き
ま
す
。
三

田
以
外
で
も
、
文
銭
堂
本
舗
の
新
橋
本
店
や
一

部
の
百
貨
店
等
で
購
入
可
能
で
す
。

手
付
け
最も

中な
か「
学
問
の
す
ゝ
め
」

を ─『学問のすゝ め』初編刊行から150年─あらためて考える学問

箱の側面には初編の文章を掲載。
賞味期限は２カ月。食べ方が英語
でも解説されているので、海外へ
の手土産にも

https://bunsendohompo.com/URL



8塾  WINTER 2023 NO.317

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ー
ト
に

合
わ
せ
、
ス
テ
ッ
カ
ー
４
種
を
作

成
。
慶
應
義
塾
史
展
示
館
、
三
田

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
、

三
田
祭
等
で
配
布
さ
れ
た
。
ま
た

生
協
食
堂
で
は
「
勉
強
っ
て
な
ん

の
た
め
に
す
る
の
？
」
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
付
き
の
ト
レ
ー
が
使
用

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
慶
應
義
塾
史

展
示
館
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
連

携
し
た
展
示
、
秋
季
企
画
展
「
福

澤
諭
吉
と
『
非
暴
力
』 

―
学
問
の

す
ゝ
め
１
５
０
年
―
」
を
開
催
。

慶
應
義
塾
生
協
書
籍
部
や
キ
ャ
ン

パ
ス
近
隣
お
よ
び
都
内
大
型
書
店

な
ど
で
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
関

連
書
籍
を
そ
ろ
え
た
ブ
ッ
ク
フ
ェ

ア
も
開
催
さ
れ
た
。

　

伊
藤
公
平
塾
長
が
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
と

対
談
を
行
う
動
画
を
公
開
。
第
一
回
と
し
て
、

塾
員
で
ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
も
活
躍

す
る
櫻
井
翔
さ
ん
が
登
場
。
前
後
編
で
、
櫻
井

さ
ん
の
心
に
残
っ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
言

葉
や
後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
お
話
し
い

た
だ
い
た
。
第
二
回
も
乞
う
ご
期
待
！

　

福
澤
諭
吉
が
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
初
編
を
刊
行
し

て
１
５
０
年
を
迎
え
た
２
０
２
２
年
。
ま
す
ま
す
先

行
き
が
不
透
明
な
現
代
に
も
有
効
な
道
標
と
し
て
、

今
こ
そ
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
広
く
理
解
し
て
も
ら

う
べ
く
、
慶
應
義
塾
は
「
ガ
ク
モ
ン
ノ
ス
ス
メ
」
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

●
特
別
対
談
動
画

●
特
設
サ
イ
ト

●
関
連
す
る
取
り
組
み

配布されたステッカー慶應義塾史展示館での秋季企画展

ブックフェアの様子

対談シリーズを続々アップ。第一回は伊藤
塾長と櫻井翔さんによる対談

https://www.keio.ac.jp/ja/gakumon150/

を ─『学問のすゝ め』初編刊行から150年─あらためて考える学問

『
学
問
の
す
ゝ
め
』１
５
０
周
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
ガ
ク
モ
ン
ノ
ス
ス
メ
」

URL


