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我輩の智識吸収法 大隈は耳学問だろうと言うものがある

大
隈
は
耳
学
問
だ
ろ
う
と
言
う
も
の
が
あ
る

　

日
々
幾
十
人
の
人
に
面
接
し
て
い
る
か
ら
、
大
隈
は
耳
学
問
だ
ろ
う

と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。
実
際
耳
学
問
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い

か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ　
し
か確
　

と
考
え
て
み
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
考
え

て
み
る
必
要
も
な
か
っ
た
が
、
と
か
く
耳
の
方
で
聞
い
た
の
は
、　
ろ
く碌
　

な

学
問
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
だ
。

　

一
体
学
問
と
い
う
も
の
は
、
目
で
も
耳
で
も
い
ず
れ
で
も
出
来
る
は

ず
の
も
の
に
相
違
な
い
。
学
生
は
主
と
し
て
耳
で
学
問
を
し
て
い
る
。

彼
の
教
場
に
於
て
講
師
の
講
義
を
聞
く
と
い
う
の
は
、
こ
れ
こ
そ
真
の

耳
学
問
で
あ
る
。
そ
こ
へ
行
く
と
我
輩
は
、
耳
学
問
の
出
来
ぬ
方
の
性

質
だ
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
我
輩
は
元
来
剛
情
で
短
気
で
、
な
か
な
か

人
の
話
な
ど
を
う
ん
う
ん
と
傾
聴
す
る
こ
と
を
せ
ぬ
。
ど
う
も
人
の
話



我輩の智識吸収法 しかし我輩は耳はあまり使っておらぬ

を
聴
い
て
い
る
の
は　
ま間
　

だ
ら
し
く
て　
た
ま堪
　

ら
ぬ
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら　
あ
い
て

対
手
　

が
誰
で
も
か
ま
わ
ぬ
、
御
先
に
ご
免
を
し
て
、　
こ
ち
ら

此
方
　

か
ら
さ
っ
さ
と
独

り
で
話
し
出
す
の
で
あ
る
。

　

我
輩
は
種
々
な
方
面
の
連
中
に
会
う
機
会
が
多
い
。
ま
ず
日
に
随
分

種
々
な
連
中
が
見
え
る
。
そ
れ
だ
か
ら
耳
学
問
を
や
ろ
う
と
思
え
ば
そ

れ
は
出
来
そ
う
に
も
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
今
言
っ
た
通
り
我
輩
が
人
の

話
を
聴
か
ぬ
か
ら
耳
か
ら
の
学
問
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
我
輩
は
全

く
耳
を
使
っ
て
お
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
た
だ
使
う
の
は
口
ば

か
り
だ
。
そ
れ
で
は
耳
の
学
問
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
目
の
学
問
で
も

な
く
、
口
の
学
問
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
ず
こ
ん
な
風
で
あ
る
か
ら
、

我
輩
は
考
え
て
み
た
訳
で
も
な
い
が
、
耳
か
ら
は
あ
ま
り
学
問
し
て
い

ま
い
と
思
う
。

　



我輩の智識吸収法 しかし我輩は耳はあまり使っておらぬ

し
か
し
我
輩
は
耳
は
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ぬ

　

そ
れ
で
、
海
外
か
ら
の
新
帰
朝
者
の　
み
や
げ

土
産
　

話
は
、
大
い
に
耳
学
問
に

な
る
だ
ろ
う
と
い
う
人
が
あ
る
。
そ
れ
は　
こ
ち
ら

此
方
　

で
注
意
し
て
聴
い
て
い

た
な
ら
あ
る
い
は
耳
学
問
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
輩
が
土
産
話

も
聴
き
は
し
な
い
。
土
産
話
を
し
に
来
る
と
此
方
か
ら
逆
に
海
外
の
話

を
聴
か
し
て
や
る
。
我
輩
の
談
が
果
し
て
〔
当
っ
て
〕
い
る
か
ど
う
か

は
知
ら
ぬ
が
、
構
う
こ
と
は
な
い
。
洋
行
帰
り
の
先
生
に
海
外
の
話
を

聴
か
し
て
や
る
。
こ
ん
な
調
子
で　
お
み
や
げ

御
土
産
　

は
と
ん
と　ち
ょ
う
だ
い

頂
戴
　

は
せ
ぬ
。
頂

戴
し
な
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
御
土
産
に　
の

し

熨
斗
　

を
つ
け
て
返
し
て
や
る

の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
若
い
時
分
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
若
い
時
分
か
ら

我
輩
は
剛
情
張
り
で
、
人
の
話
な
ど
は
聴
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な



我輩の智識吸収法 勿論暇さえあれば我輩は書物を読む

ん
で
も
二
十
三
、
四
の
頃
か
ら
は
独
り
で
先
生
気
取
り
で
盛
ん
に
講
釈

を
聴
か
せ
て
今
日
ま
で
押
し
通
し
て
来
た
の
だ
か
ら
、
口
は
随
分
使
っ

て
い
る
。
し
か
し
耳
は
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ぬ
。

　

勿
論
暇
さ
え
あ
れ
ば
我
輩
は
書
物
を
読
む

　

そ
れ
な
ら
書
物
は
読
ん
で
お
る
か
と
、　
も
ち
ろ
ん

勿
論
　

暇
さ
え
あ
れ
ば
書
物
を

読
む
。
暇
さ
え
あ
れ
ば
そ
の
間
酒
で
も
飲
ん
で
騒
ぐ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
か
読
書
を
す
る
。
ま
た
我
輩
は
園
芸
に
趣
味

を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
暇
が
あ
れ
ば
ま
ず
庭
園
を
歩
き
廻
っ
て
見
る
。

　
し
か而
　

し
て
な
お
暇
が
得
ら
る
れ
ば
、
今
度
は
読
書
を
す
る
と
い
う
風
に
し

て
い
る
。
実
は
智
識
を
う
ま
く
活
用
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

一
体
我
輩
の
と
こ
ろ
へ
は
あ
ま
り
怜
悧
な
も
の
は
来
ぬ
。
そ
れ
だ
か



我輩の智識吸収法 社会と遠ざからぬ様に読書が必要である

ら
我
輩
が
独
り
で
話
し
て
や
る
の
だ
。
こ
う
い
う
風
で
あ
る
か
ら
な
ん

で
人
か
ら
智
識
な
ど
が
得
ら
れ
る
も
の
か
。
よ
し
ま
た　
い

か

如
何
　

に
怜
悧
な

も
の
が
来
て
も
、
我
輩
が
耳
を
傾
け
ぬ
か
ら
駄
目
で
あ
る
。
人
の
話
は

注
意
し
て
聴
い
た
ら
よ
い
。
学
問
に
も
な
る
だ
ろ
う
が
、
我
輩
の
如
き

短
気
な
剛
情
者
に
は
耳
学
問
は
誠
に
不
適
当
で
あ
る
。
次
に
書
物
は
読

む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。

　

社
会
と
遠
ざ
か
ら
ぬ
様
に
読
書
が
必
要
で
あ
る

　

時
代
の
進
運
と
い
う
も
の
は
冷
酷
極
ま
る
も
の
で
、
自
分
と
一
緒
に

駈
け
る
だ
け
の
力
の
な
い
も
の
を
ば
容
赦
も
な
く　
ふ
り
す

振
棄
　

て
て
ず
ん
ず
ん

変
転
し
て
ゆ
く
。　
み
た
ま

見
給
　

え
、
一
時
は
相
当
の
声
望
信
用
あ
っ
て
世
上
に

　
も
て
は
や

持
囃
　

さ
れ
た
連
中
で
も
い
つ
と
は
な
く
社
会
と
遠
ざ
か
り
、
全
然
時
勢



我輩の智識吸収法 社会と遠ざからぬ様に読書が必要である

後
れ
の
骨
董
物
と
な
り
さ
が
り
て
、　
か
ら辛
　

く
も
過
去
の
惰
力
に
よ
り
て
旧

位
置
を
維
持
し
て
い
る
者
や
、
そ
の
惰
力
さ
え
尽
き
果
て
て
、
生
き
な

が
ら
社
会
よ
り
埋
葬
せ
ら
る
る
如
き
悲
境
に　
ち
ん
り
ん

沈
淪
　

す
る
も
の
の
多
い
の

は
、　ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟
　

こ
の
時
代
の
進
運
に
伴
う
べ
き
気
力
と
智
識
と
が
欠
乏
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
れ
ば　い
や
し
く
苟
　

も
社
会
の
表
面
に
立
ち
て
活
動
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、

政
治
家
で
あ
れ
、
実
業
家
で
あ
れ
、
教
育
家
で
あ
れ
、
絶
え
ず
時
代
の

　
す
う
せ
い

趨
勢
　

に
着
目
し
て
、
そ
の
消
長
変
遷
に
応
ず
る
だ
け
の
新
智
識
を
収
容

す
る
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
勿
論
読
書
が
必
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
に
ほ
ど
読
書
が
必
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、
実
際
社
会
に

活
動
す
る
も
の
は
繁
劇
多
忙
な
る
中
に　
れ
い
さ
い

零
細
　

の
余
暇
を
尋
ね
出
し
て
や

る
の
で
あ
る
か
ら
、
日
夕
書
斎
に
閉
じ　
こ
も籠
　

っ
て
、
書
籍
と
首
っ
引
き
を
す

る
専
門
学
究
の　
ま

ね

真
似
　

を
す
る
訳
に
は
行
か
ぬ
。
彼
は
実
際
の
必
要
不
必



我輩の智識吸収法 現代の青年にはこの悪い習慣がある

要
に　と
ん
ち
ゃ
く

頓
着
　

な
く
、
純
然
た
る
研
究
的
態
度
を
以
て
隅
か
ら
隅
ま
で　
せ
ん
さ
く

穿
鑿
　

す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
実
際
の
必
要
を
限
度
と
し
て
大
体
の
智
識
を

得
る
に
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
彼
は　
ど

こ

何
処
　

ま
で
も
書
籍
を
重
位
に
置
き
、

書
籍
の
上
に
養
わ
れ
た
眼
目
を
以
て
社
会
を
眺
め
渡
さ
ん
と
す
る
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
事
実
を
本
位
に
置
き
、
事
実
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
経

験
の
眼
を
以
て
書
籍
を　
み
く
だ

看
下
　

さ
ん
と
す
る
双
方
の
や
り
方
が
根
本
よ
り

し
て
違
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
青
年
に
は
こ
の
悪
い
習
慣
が
あ
る

　

厳
格
な
る
意
味
に
於
て
い
え
ば
、
こ
の
事
実
本
位
の
読
書
法
は　
む
ろ
ん

無
論
　

変
則
的
で
あ
る
か
は
知
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
実
際
の
活
智
識
を
収
容
す
る

上
に
於
て
は
書
籍
本
位
の
そ
れ
よ
り
も
有
効
で
あ
る
。



我輩の智識吸収法 現代の青年にはこの悪い習慣がある

　

我
輩
等
の
育
っ
た
旧
幕
時
代
に
は
、
各
藩
と
も　
お
ん
じ
ゅ
し
ゃ

御
儒
者
　

と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
読
書
講
釈
を
専
業
と
し
、
口
癖
の
よ
う
に　
し
ゅ
う
さ
い
へ
い
ち

修
斎
平
治
　

を
説

い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
た
だ
書
物
の
上
の　
せ
ん
さ
く

穿
鑿
　

に

と
ど
ま
り
、　
ご
う毫
　

も
実
際
に
接
触
し
な
か
っ
た
の
で
何
の
役
に
も
立
た
ず
、

儒
者
と
い
え
ば　
あ

ほ

う

呆
痴
者
　

の
異
名
の
如
く
思
わ
せ
た
も
の
だ
が
、
今
日
の

新
学
問
は
無
論
昔
の
儒
学
な
ど
と
同
日
に
論
ず
べ
き
も
の
で
な
い
と
し

て
も
、
学
究
先
生
が
書
籍
本
位
の
読
書
法
は
、
や
や
も
す
る
と
実
際
に

か
け
離
れ
て
、
空
疎
迂
遠
の　
へ
い弊
　

に
流
れ
る
傾
き
が
あ
る
。

　
　
そ

こ

其
処
　

に
な
る
と
実
際
的
活
動
家
が
社
会
の
事
実
に
よ
り
て
得
た
る
経

験
と
修
練
と
を
基
礎
と
し
、
そ
の
力
に
よ
り
て
読
書
す
る
の
は　
た
だ直
　

ち
に

事
実
と
思
想
、
経
験
と
理
論
と
を
連
結
せ
し
め
て　
か
っ
ぱ
つ
は
っ
ち

活
溌
溌
地
　

の
作
用
を

な
す
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
こ
の
種
の
人
が
読
書
せ
ざ
る
を
病
と
す
る
。

　

一
体
我
が
国
の
青
年
に
は
、
至
っ
て
悪
い
習
慣
が
あ
る
。
彼
等
は
学



我輩の智識吸収法 現代の青年にはこの悪い習慣がある

校
に
い
る
間
は
随
分
勉
強
も
す
れ
ば
読
書
も
す
る
が
、
足
一　
た
び度
　

学
校
を

去
り
て
実
際
社
会
に
出
る
と
、
書
籍
な
ど
は
一
切
束
ね
て
し
ま
っ
て
振

り
向
い
て
見
ず
、
そ
の
癖
不
健
全
な
る
娯
楽
に
は
随
分　
う
き
み

憂
身
　

を　
や
つ窶
　

し
て
、

こ
れ
が
た
め
に
身
心
の
打
ち
壊
れ
る
を
知
ら
ず
、
と
か
く
す
る　
う
ち中
　

、
社

会
の
進
運
に
振
捨
て
ら
れ
て
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
い
ず

れ
も
そ
れ
ほ
ど　
む
つ
か
し

六
ヶ
敷
　

い
こ
と
で
は
な
い
。
新
刊
書
な
り
新
聞
雑
誌
な

り
、
時
代
の　
す
う
せ
い

趨
勢
　

を
知
る
も
の
を
備
え
て
、
業
務
の
暇
に
新
智
識
の
吸

収
に
努
め
た
な
ら
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
輩
は
年
老
い
た
り
と

い
え
ど
も
、
ま
だ
ま
だ
今
の
若
い
も
の
な
ど
に
後
れ
を
取
ら
ぬ
つ
も
り

で
あ
る
。

　　　



我輩の智識吸収法 現代の青年にはこの悪い習慣がある
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