
成学即身実業の説、学生諸氏に告ぐ
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左
の
一
篇
は
、
去
る
一
三
日
、
東
京
芝
区
三
田
二
丁
目
慶

　
　
　
　
　
　
　
応
義
塾
邸
内
演
説
館
に
お
い
て
、
福
沢
先
生
が
同
塾
学
生

　
　
　
　
　
　
　
に
向
て
演
説
の
筆
記
な
り
。

　
学
問
に
志
し
て
業
を
卒おわ
り
た
ら
ば
、
そ
の
身
そ
の
ま
ま 

即  

身 

そ
く
し
ん

実
業
の
人

た
る
べ
し
と
は
、
余
が
毎つね
に
諸
氏
に
勧
告
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
毎
度
の
説

法
、
聴
く
も
わ
ず
ら
わ
し
な
ど
思
う
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
余
が
身
に
経

歴
し
た
る
時
勢
の
変
遷
を 

想  

回 

お
も
い
か

え
し
て
、
近
く
第
二
世
の
事
を
案
ず
れ
ば
、

他
人
の
た
め
な
ら
で
、
自
身
の
情
に
自みず
か
ら
禁
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
あ

れ
ば
、
こ
れ
を
諸
氏
に
説
き
明
ら
か
に
し
て
、
か
ね
て
ま
た
諸
氏
の
父
兄
に
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も
こ
の
意
を
通
達
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。

　
そ
も
そ
も
余
は
旧
中
津
藩
の
士
族
に
し
て
、  

少    

小  

し
ょ
う
し
ょ
う
の
時
よ
り
藩
士
同

様
に
漢
書
を
学
び
、
年
二
十
歳
ば
か
り
に
し
て
始
め
て
洋
学
に
志
し
た
る
は
、

今
を
去
る
こ
と
お
よ
そ
三
十
余
年
前
な
り
。
こ
の
時
に
洋
書
を
読
み
は
じ
め

た
る
は
、
何
の
目
的
を
も
っ
て
し
た
る
か
、
今
に
お
い
て
自
か
ら
解
す
る
こ

と
能
わ
ず
。

　
当
時
、
世
に
洋
学
者
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
た
い
て
い
皆
、
医
術
研
究

の
た
め
に
す
る
者
に
し
て
、
前
途
の
目
的
も
あ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
余
が
如

き
は
も
と
医
家
の
子
に
あ
ら
ず
、
ま
た
自
分
に
医
師
た
ら
ん
と
欲
す
る
志
も

な
し
。
た
だ
わ
け
も
な
く
医
学
塾
に
い
て
、
医
学
生
と
と
も
に 

荷  

蘭 

オ
ラ
ン
ダ

の
医

書
を
講
じ
、
物
理
を
研
究
し
た
る
の
み
に
し
て
、
か
つ
こ
の
洋
学
を
勉
む
れ
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ば
こ
れ
に
よ
り
て
誉
れ
を
郷
党
朋
友
に
得
る
か
と
い
う
に
、
決
し
て
然
ら
ざ

る
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
公
衆
の
怒
に
触
る
る
く
ら
い
の
時
勢
に
し
て
、

は
な
は
だ
楽
し
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
こ
れ
に
よ
り
て
身
に
利
す
る
こ
と
あ
る

や
と
い
う
に
、
こ
れ
ま
た
思
い
も
寄
ら
ず
。
す
で
に
誉
れ
な
く
、
ま
た
利
益

な
し
、
何
の
た
め
に
辛
苦
勤
学
し
た
る
や
と
尋
ね
ら
る
れ
ば
、
た
だ
今
に
て

も
返
答
に
困
る
次
第
な
れ
ど
も
、
一
歩
を
進
め
て
考
う
れ
ば
説
な
き
に
あ
ら

ず
。

　
す
な
わ
ち
余
は
日
本
の
士
族
の
子
に
し
て
、
士
族
一
般
先
天
遺
伝
の
教
育

に
浴
し
、
一
種
の
気
風
を
具
え
た
る
は
疑
も
な
き
事
実
に
し
て
、
そ
の
気
風

と
は
た
だ
出
来
難
き
事
を
好
ん
で
こ
れ
を
勤
む
る
の
心
、
こ
れ
な
り
。
当
時

 

横  

文 

お
う
ぶ
ん

読
む
の
業わざ
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
き
こ
と
に
し
て
、
容
易
に
出
来
難
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き
学
問
な
り
し
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
勤
め
た
る
こ
と
な
ら
ん
。
あ
る
い
は
洋

学
な
ら
で
、
ほ
か
に
何
か
困
難
な
る
事
業
も
あ
り
て
、
偶
然
に
思
い
つ
き
た

ら
ば
、
そ
の
方
に
身
を
委
ね
た
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
。

　
ひ
っ
き
ょ
う
余
が
洋
学
は
一
時
の
偶
然
に
出
で
て
、
そ
の
修
業
の
辛
苦
な

り
し
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
入
り
た
る
も
の
な
り
と
、
自
か
ら
信
ず
る
の
外
あ

る
べ
か
ら
ず
。
す
で
に
こ
の
学
に
志
し
て
よ
う
や
く
こ
れ
を
勤
む
る
間
に
は
、

よ
う
や
く
真
理
原
則
の
佳
境
に
入
り
、
苦
学
す
な
わ
ち
精
神
を
楽
し
ま
し
む

る
の
具
と
な
り
て
、
い
か
に
し
て
も
こ
の
楽
境
を
脱
す
べ
か
ら
ず
。
か
え
り

み
て
我
が
身
の 

出  

処 

で
ど
こ
ろ

た
る
古
学
社
会
を
見
れ
ば
、
そ
の
愚
鈍
暗
黒
な
る
、

と
も
に
語
る
に
足
る
べ
き
者
な
く
、
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
目
下
に
見
下
し
て
愍び

     

笑   

ん
し
ょ
う

す
る
の
み
。
そ
の
状
、
あ
た
か
も 

田 
舎 
漢 

い
な
か
も
の

が
都
会
の
住
居
に
慣
れ
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て
、
故
郷
の
事
物
を
笑
う
も
の
に
異
な
ら
ず
。
ま
す
ま
す
洋
学
に
固
着
し
て

ま
す
ま
す
心
志
の
高
尚
な
り
し
も
ゆ
え
ん
な
き
に
非
ざ
る
な
り
。

　
右
の
如
く
、
た
だ 

気  

位 

き
ぐ
ら
い

の
み
高
く
な
り
て
、
さ
て
、
そ
の
生
計
は
い
か

ん
と
い
う
に
、
か
つ
て
目
的
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
ま
た
、
士
族
の
気
風
に

し
て
、
祖
先
以
来
、 
些  

少 
さ
し
ょ
う

に
て
も
家
禄
あ
れ
ば
、
と
う
て
い
飢
渇
の
憂
な

く
、
も
と
よ
り
貧
寒
の
小
士
族
な
れ
ど
も
、
貧
は
士
の
常
な
り
と
自
か
ら
信

じ
て
疑
わ
ざ
れ
ば
、
さ
ま
で
苦
し
く
も
な
く
、
ま
た
他
人
に
対
し
て
も
、
貧

乏
の
た
め
に
侮
あ
な
どり
を
こ
う
む
る
こ
と
と
て
は
な
き
世
の
風
俗
な
り
し
が
ゆ
え

に
、
学
問
に
は
勉
強
す
れ
ど
も
、
生
計
の
一
点
に
お
い
て
は
た
だ  

飄    

然  

ひ
ょ
う
ぜ
ん

と
し
て 

日  

月 

じ
つ
げ
つ

を
消
し
ょ
うす
る
中
に
、
政
府
は
外
国
と
条
約
を
結
び
、
貿
易
の
道

も
開
ら
け
て
、
世
間
の
風
景
、
何
と
な
く
文
明
開
化
の
春
を
も
よ
お
し
、
洋
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学
者
の
輩
も
人
に
悪にく
ま
れ
人
に
忌い
ま
る
る
そ
の
中
に
、
時
勢
や
む
を
え
ざ
る

よ
り
し
て
、
俗
世
界
の
た
め
に
器
う
つ
わと
し
て
用
い
ら
る
る
の
場
合
と
な
り
、
余

が
如
き
も
、
す
な
わ
ち
そ
の
器
の
一
人
に
し
て
、
幕
府
に
雇
わ
れ
横
文
書
翰

翻
訳
の
仕
事
を
得
た
り
。

　
も
と
よ
り
こ
れ
が
た
め
に
栄
誉
を
博
し
た
る
に
あ
ら
ず
、
人
情
一
般
、
西

洋
の
事
物
を
穢きた
な
く
思
う
世
の
中
に
、
こ
の
穢
な
き
事
を
吟
味
す
る
は
洋
学

者
に
限
る
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
た
る
そ
の
趣
お
も
む
きは
、
皮
細
工
に
限
り
て
え
た
に

御
用
を
こ
う
む
り
た
る
の
情
に
異
な
ら
ざ
り
し
と
い
え
ど
も
、
え
た
に
て
も

非
人
に
て
も
、
生
計
の
道
に
あ
り
つ
き
た
る
は
実
に
図
ら
ざ
り
し
こ
と
に
し

て
、
偶
然
に
我
が
所
得
の
芸
能
を
も
っ
て
銭ぜに
を
得
た
る
も
の
な
り
。

　
こ
れ
よ
り
余
は
著
述
に
従
事
し
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
の
事
情
を
日
本
人
に
示
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し
て
、
古
学
流
の
根
底
よ
り
こ
れ
を 

顛  

覆 

て
ん
ぷ
く

せ
ん
こ
と
を
企
て
た
る
、
そ
の

  
最    
中  
さ
い
ち
ゅ
う

に
、
王
政
維
新
の
事
あ
り
。
兵
馬 

匆  

卒 

そ
う
そ
つ

の
際
、
言
論
も
自
由
な

れ
ば
、
思
う
が
ま
ま
に
筆
を
揮ふる
う
て
は
ば
か
る
と
こ
ろ
な
く
、
有
形
の
物
に

つ
い
て
は
物
理
原
則
の
あ
ざ
む
く
べ
か
ら
ざ
る
を
説
き
、
無
形
の
事
に
関
し

て
は
人
権
の
重
き
を
論
じ
、
こ
と
に
独
立
の
品
行
、
自
尊
自
重
の
旨
を
勧
告

し
て
（
た
だ
し
政
権
参
与
等
の
事
に
つ
い
て
は
、
余
が
著
書
中
に
切
論
し
た

る
も
の
少
な
し
。
こ
れ
に
は
お
の
ず
か
ら
説
あ
り
。
こ
こ
に
略
す
。
）
そ
の

著
書
も
少
な
か
ら
ず
、
こ
れ
が
た
め
に
当
時
の
古
学
者
流
は
は
な
は
だ
不
平

の
様
子
な
り
し
か
ど
も
、
そ
の
書
の
流
行
は
非
常
に
し
て
、
利
益
を
得
た
る

こ
と
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ず
。

　
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
余
が
衣
食
住
に
苦
し
ま
ず
し
て
独
立
勝
手
次
第
の
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生
活
を
な
し
、
な
お
そ
の
上
に
私
塾
維
持
の
た
め
に
も
、
社
員
と
と
も
に
多

少
の
金
を
費
し
た
る
そ
の 

出  

処 

で
ど
こ
ろ

を
尋
ぬ
れ
ば
、
商
売
に
儲
け
た
る
に
非
ず
、

月
給
に
貰
う
た
る
に
非
ず
、
い
わ
ん
や
祖
先
の
遺
産
に
お
い
て
を
や
。
本
来

無
一
物
の
一
書
生
が
、
一
本
の
筆
の
先
き
に
て
か
き
集
め
た
る
財
産
な
り
。

こ
れ
ま
た
偶
然
の  
僥    

倖  
ぎ
ょ
う
こ
う

な
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
、

当
初
、
余
が
著
述
は
、
か
つ
て
身
に
経
験
あ
る
に
非
ず
、
た
だ
西
洋
の
事
を

た
や
す
く
世
人
に
知
ら
せ
ん
も
の
を
と
思
う
一
心
よ
り
こ
れ
を
出
版
し
て
、

存
外
に
よ
く
売
れ
た
る
に
つ
き
、
こ
れ
は
面
白
し
と
て
、
ま
た
出
版
す
れ
ば
、

ま
た
売
れ
、
つ
い
に
図
ら
ざ
る
利
益
を
得
た
る
こ
と
に
し
て
、
あ
る
い
は
こ

れ
に
反
対
し
て
利
益
な
か
り
し
と
て
も
、
さ
ま
で
心
事
の
齟そ
齬ご
し
た
る
も
の

に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
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さ
れ
ば
余
が  

弱    

冠  

じ
ゃ
っ
か
ん

の
時
よ
り
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
生
活
は
、 

悉  

し
っ
か

皆 い
偶
然
に
出
で
た
る  

僥    

倖  

ぎ
ょ
う
こ
う

に
し
て
、
そ
の
然
る
ゆ
え
ん
は
必
ず
し
も

余
が
暗
愚
、
先
見
の
明
な
き
が
た
め
に
非
ず
。
時
勢
の
変
遷
、
こ
れ
を
前
知

す
る
能
わ
ざ
る
は
、
誰
れ
人
も
一
様
な
る
そ
の
中
に
、
余
が
志
し
、
ま
た
企

て
た
る
事
は
、
あ
た
か
も
そ
の
変
遷
の
勢
に
背
く
こ
と
少
な
か
り
し
が
ゆ
え

に
、
今
日
な
お
未
だ
貧
乏
も
せ
ざ
る
こ
と
な
ら
ん
。
然しか
り
と
い
え
ど
も
、
他

の
僥
倖
は
決
し
て
学
ぶ
べ
き
事
柄
に
あ
ら
ず
。
一
身
に
し
て
も
僥
倖
は
ふ
た

た
び
す
べ
か
ら
ず
。
い
わ
ん
や
他
を
学
ぶ
に
お
い
て
を
や
。
余
は
と
く
に
こ

れ
を
諸
氏
に
警
い
ま
しめ
ざ
る
を
え
ず
。
た
だ
諸
氏
に
向
っ
て
然しか
る
の
み
な
ら
ず
、

現
在
、
余
が
実
子
等
へ
警
し
む
る
と
こ
ろ
も
、
こ
の
旨
よ
り
外
な
ら
ず
。

　
余
を
も
っ
て
今
の
第
二
世
の
後
進
生
を
見
れ
ば
、
余
が
三
十
余
年
前
に
異
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な
り
、
社
会
の
事
物
は
す
で
に
文
明
開
進
の
方
向
を
定
め
て
変
化
あ
る
べ
か

ら
ず
。
時
勢
の
方
向
に
変
化
な
け
れ
ば
、
身
の
方
向
を
定
む
る
も
ま
た
、
は

な
は
だ
易
し
。
学
業
を
勤
む
る
に
も
、
こ
れ
を
勤
め
て
そ
の
行
く
先
は
、
所

得
の
芸
能
を
人
事
の
い
ず
れ
の
辺
に
活
用
し
て
如
何
な
る
生
計
を
営
む
べ
し

と
、
お
お
よ
そ
そ
の  
胸    

算  
き
ょ
う
さ
ん

を
立
つ
る
こ
と
も
難
か
ら
ず
。
か
つ
今
日
は
、

 

世  

禄 

せ
い
ろ
く

の
家
な
く
し
て
労
働
の
身
あ
る
の
み
。
労
す
れ
ば
も
っ
て
食くら
う
べ
し
、

逸
す
れ
ば
も
っ
て
飢
ゆ
べ
し
。
い
わ
ん
や
金
力
独
尊
の
時
勢
に
推
し
移
る
の

時
に
あ
た
り
、
貧
は
士
の
常
な
ど
い
う
陳
腐
至
極
の
考
を
か
か
え
て
、
ひ
と

り
自
か
ら
得
意
な
ら
ん
と
す
る
も
、
誰
か
こ
れ
を
許
す
者
あ
ら
ん
や
。

　
む
か
し
の
学
問
は
学
問
が
目
的
に
し
て
、
た
だ
そ
の
難
き
を
悦
び
、
千
辛

万
苦
す
な
わ
ち
千
快
万
楽
に
し
て
余
念
な
か
り
し
も
の
な
れ
ど
も
、
今
の
学
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問
は
目
的
に
あ
ら
ず
し
て
生
計
を
求
む
る
の
方
便
な
り
。
生
計
に
縁
な
き
学

問
は
、
封
建
士
族
の
事
な
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
す
な
わ
ち
余
が
如
き
は

前
年
士
族
流
の
学
問
し
た
る
者
な
れ
ど
も
、
今
の
後
進
生
は
決
し
て
か
か
る

無
謀
の
挙
動
を
再
演
す
べ
か
ら
ず
。
封
建
の
制
度
、
す
で
に
廃
し
て
、
士
族

無
経
済
の
気
風
、
な
お
学
生
の
中
に
存
す
る
は
、
今
日
天
下
の
通
弊
な
り
。

こ
れ
す
な
わ
ち
余
が
本
塾
の
学
生
諸
氏
に
向
い
、
余
が
経
歴
に
な
ら
わ
ず
し

て
、
よ
く
今
日
の
時
勢
に
応
じ
、
成
学
即
身
実
業
の
人
た
ら
ん
こ
と
を
勧
告

す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
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岩
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（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

16成学即身実業の説、学生諸氏に告ぐ



成学即身実業の説、学生諸氏に告ぐ
福沢諭吉

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


