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士
魂

福
漂
諭
吉
の
真
実

「
学
問
の
す
す
め
」
を
書
い
た

福
津
諭
吉
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
リ
ア

リ
ス
ト
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ

た
ι

彼
こ
そ
は
欧
他
主
義
者
で
文

明
開
他
論
者
、
か
っ
「
天
は
人
の

上
に
人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人

を
造
ら
ず
」
の
天
賦
人
権
説
の
人

で
あ
る
外
は
な
い
と
思
い
込
ん
で

い
た
。
お
そ
ら
く
は
、
教
訓
科
書
で

知
っ
た
つ
も
り
に
な
り
、
諭
吉
の

多
く
の
作
品
に
触
れ
て
こ
な
か
っ

た
罰
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
そ
ん
な
怠
惰
な
読
者
を

諭
し
、
諭
吉
の
本
質
を
豊
富
な
事

著
者
は
そ
の
顕
著
な
例
と
し

て
、
有
卦
～
ム
論
」
を
挙
げ
る
。

諭
吉
は
西
郷
隆
盛
に
対
す
る
当
時

の
批
判
を
、
西
郷
の
「
士
風
」
を

軽
ん
じ
て
「
抵
抗
の
精
神
」
を
衰

退
さ
せ
る
文
明
の
湿
梯
向
山
崎
%
と

反
批
判
す
る
。
「
痩
我
慢
之
説
」

で
も
、
士
風
や
土
魂
を
劣
化
さ
せ

て
し
ま
え
ば
、
列
強
の
暴
力
的
な

「
西
力
東
漸
」
を
阻
止
で
き
な
い

と
説
い
て
い
る
。

日
本
の
独
立
を
確
保
す
る
た
め

に
は
「
私
情
」
、
つ
ま
り
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
「
立
国
の
公

道
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
読
者

は
徐
々
に
、
従
来
の
福
津
像
が
覆

評
・
湯
浅
博

渡
辺
利
夫
著
（
海
竜
社
・
1
8
0
0円
＋
税
）

真福
実洋

諭
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連
書
を
渉
猟
ル
、
彼
が
人
聞
社
会

の
虚
実
を
怜
倒
に
見
据
え
、
文
明

に
近
づ
こ
う
と
す
る
思
想
的
な
苦

闘
が
あ
っ
た
と
見
る
。

初
期
の
「
学
問
の
す
す
め
」
で

さ
え
、
肝
心
な
の
は
国
民
の
独
立

へ
の
気
概
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し

て
一
国
の
独
立
を
伸
長
す
る
こ
と

は
難
し
い
と
説
い
て
ー
後
年
の
思

想
に
通
ず
る
考
え
方
を
打
ち
出
し

て
い
る
。

例
を
挙
げ
て
誘
っ
て
く
れ
る
。
同

書
に
み
る
福
津
像
は
、
戦
後
の
左

翼
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
意
図
的
な
偏

り
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
著
者
は
諭
吉
の
著
作
、
関

本
質
は
怜
例
な
リ
ア
リ
ス
ト

h

奪
三

3
5
2
3
5
i
w美容
器
、

5語
5
2
3対返
事
副
長

$
5
2
3羽妥
延
長

5
3
3漏
…測し風
葬

さ
れ
て
い
〈
感
覚
を
昧
わ
う
に
違

い
な
い
。
そ
こ
に
著
者
は
「
通
俗

国
権
論
」
を
突
き
つ
け
る
。

論
詰
帰
国
際
社
会
を
弱
肉
強
食

の

「禽
獣
の
世
界
」
で
あ
る
と
呼

び
、
こ
れ
に
抗
す
る
に
は
「
獣

力
」
を
持
つ
し
か
な
く
、
万
国
公

法
な
ど
儀
式
に
す
ぎ
ず
、
そ
ん
な

名
目
は
「
数
門
の
大
砲
に
若
か

ず
」
だ
と
言
い
切
る
。

か
く
し
て
本
書
は
、
諭
吉
が
社

会
契
約
説
の
理
想
も
語
る
が
、
権

謀
術
数
の
現
実
世
界
に
身
を
お
き

な
が
ら
「
権
道
に
従
う
」
と
立
場

を
解
き
明
か
す
。
い
ま
、
ア
ジ
ア

太
平
洋
の
戦
略
環
境
を
直
視
す
れ

ば
、
諭
吉
の
視
点
が
な
お
、
現
代

に
生
き
て
い
る
こ
と
に
戦
懐
を
覚

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。


