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近
代
日
本
研
究
第
二
十
巻

(二
〇
〇
三
年
)

書
簡
に
み
る
福
沢
諭
吉

の
男
女
論
と
男
女
観西

 
澤
 
直
 
子

1
 

は
じ

め
に

 
評
価
は
分
か
れ
る
に
せ
よ
、
日
本
の
近
代
化
に
福
沢
諭
吉
が
ひ
と
つ
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
ゆ
え
に
福
沢

は
現
在
ま
で
、
国
内
外
を
問
わ
ず
数
多
く

の
研
究
者
に
よ

っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
福
沢
研
究

が
抱
え
る
史
料
的

な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
現
在
の
福
沢
研
究
が
抱
え
る
史
料
的
課
題
と
、
解
決
す
る
た
め
の

一
策
と
し
て
書
簡

史
料

の
利
用
に
つ
い
て
論
じ
、

一
例
と
し
て
福
沢
の
女
性
論
に
対
し
、
書
簡
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
に
ど
の
よ
う

な
議
論
が
展
開
で
き
る
の
か
を
報
告
す
る
。
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11

福
沢
研
究
の
史
料
的
課
題

150

1

『時
事
新
報
』
掲
載
論
説
の
認
定
に
つ
い
て

 
史
料
的
課
題
の
第

一
点
は
、
『福
澤
諭
吉
全
集
』

(岩
波
書
店
、、
昭
和
四
十
四
年
か
ら
四
十
六
年
再
版
。
以
下

『全
集
』
と
略
す
)
第

八
巻
か
ら
十
六
巻
に
収
録
さ
れ
た
、
原
則
と
し
て
記
名

の
な
い

『時
事
新
報
』
掲
載
論
説
の
扱

い
で
あ
る
。
ほ
ぼ
連
日
掲
載
さ
れ

た
論
説
の
中
か
ら
、
何
を
基
準
に
福
沢
に
よ
る
も
の
が
選
別
さ
れ
収
録
さ
れ
た
の
か
と
い
う
極
め
て
根
本
的
な

問
題
が
明
ら
か
に

な

っ
た
契
機

の
ひ
と

つ
は
、
時
事
新
報
社
員
で
あ

っ
た
中
村
梅
治
が
旧
蔵
し
て
い
た
、
他
者
が
起
草
し
福
沢
諭
吉
が
加
筆
し
た
社

説
原
稿
の
出
現
で
あ

っ
た
。
『福
翁
自
伝
』
の
記
述
や
石
河
幹
明
の
回
想
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
後
半
以
降
、
福
沢
以
外
が
起
草

し
福
沢
が
加
筆
訂
正
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
稿
さ
れ
た
社
説
が
相
当
数
あ
る
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
福
沢

の
論
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
否
か
は
、
福
沢
加
筆
原
稿
の
調
査
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
不
明
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。

 
中
村
が
所
蔵
し
て
い
た
加
筆
原
稿
は
十
五
点
で
、
う
ち
五
点
は
同
人

の
覚
書

に
よ
れ
ば
人
か
ら
乞
わ
れ
て
贈
与
し
て
お
り
、
原

史
料
は
未
確
認
で
あ
る
。
確
認
で
き
る
十
点
の
原
稿
に
見
ら
れ
る
福
沢
の
添
削
は
、
助
詞
の
使
用
法
に
ま
で
及
ぶ
詳
細
な
も

の

で
、
最
も
加
筆

の
多

い

「内
助
の
功
を
没
す
可
ら
ず
」
(明
治
三
+

一
年
七
月
八
日
掲
載
)
は
、
『時
事
新
報
』
掲
載
時

に
全
文

一
九

八
七
字
の
う
ち

一
七

一
一
字
分
が
福
沢
に
よ
る
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
書
き
直
し
と
言

っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
他

は

一
割
か
ら
二
割

程
度

の
変
更
で
、
九
点
の
原
稿
間
に
特
に
目
立

っ
た
差
異
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
十
五
点

の
う
ち

『全
集
』
に
収
録
さ

れ
て
い
た
の
は
六
点
に
す
ぎ
ず
、
収
録
論
説

の
起
草
者
に
は
極
端
な
偏
り
が
あ

っ
た
。
『全
集
』
は
当
該
巻
の
後
記

に
よ
れ
ば
、
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い
ず
れ
の
論
説
を
福
沢
が
執
筆
し
た
か
と

い
う
判
断
を
、
長
年
福
沢

の
も
と
で
社
説

の
執
筆
に
従
事
し
、
の
ち
に
明
治
三
十
二

(
一
八
九
九
)
年
か
ら
大
正
十
二

(
一
九
二
三
)
年
ま
で

『時
事
新
報
』
の
主
幹
を
務
め
た
石
河
幹
明
に
拠

っ
て

い
た
。
福
沢
加
筆

原
稿
の
採
用
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
『全
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
福
沢
の
論

説
と
し
、
『時
事

新
報
』
掲
載
論
説
の
う
ち
の
そ
れ
ら
の
み
を
も

っ
て
論
ず
る
こ
と
は
、
意
味
を
も
た
な
く
な

っ
た
。
加
筆
原
稿
も
福
沢

の
意
を
汲

ん
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
口
述
筆
記
原
稿
と
同
様

に
扱
う

べ
き
と
す
る
意
見
に
も

一
理
あ
ろ
う
が
、

『全
集
』
掲
載
不

掲
載
を
選
り
分
け
基
準
に
す
る
こ
と
が
意
味
を
持
た
な

い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

 
こ
の
史
料
的
課
題
が
明
ち
か
に
な

っ
た
他
方
の
契
機
は
、
井
田
信
也
氏
に
よ
る
認
定
基
準
の
作
成
で
あ
る
。
井
田
氏
は
、

『時

事
新
報
』
に
前
後
し
て
掲
載
さ
れ
た

「教
科
書
審
査
会
を
廃
す
可
し
」
(明
治
三
十
年
三
月
二
十
七
日
付
)
と

「
教
科
書

の
編
纂
検

定
」
(同
四
月
二
日
付
)
と
い
う
二

つ
の
論
説
が
、
明
ら
か
に
後
者
は
前
者

の
続
編
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

後
者
の

「教
科
書

の
編
纂
検
定
」
の
み
が

『全
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
疑
問
を
感
じ
、
『中
江
兆
民
全
集
』

(全
十
七
巻

お
よ
び
別
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
+
八
か
ら
六
+

一
年
)
の
編
纂
過
程
で
、
主

に
新
聞
社
説

の
中
か
ら
中
江
執
筆
分
を
選
別
す
る

た
め
に
考
案
さ
れ
た

「
テ
ク
ス
ト
認
定
法
」
を
、
福
沢
に
応
用
す
る
こ
と
を
試
み
ら
れ
た
。
文
章
を
作
成
す
る
際
に
意
識
下
で
起

き
る
癖
に
着
目
し
た

「特
定

の
漢
字
の
有
無
と
送
り
仮
名
を
軸
と
し
た
無
署
名
論
説
認
定
基
準
」
で
あ
る
。
井

田
氏
は
い
く

つ
か

の
論
説
や
漫
言
、
記
事
な
ど
に
、
福
沢
の
関
与
度
が
高

い
順
か
ら
A
B
C
D
E
の
五
段
階
評
価
を
付
し
て
い
る
。

 
『時
事
新
報
』
掲
載
論
説
の
中
で
、
現
時
点
で
確
実

に
福
沢
の
言
説
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
福
沢
自
筆
原
稿
が

残

っ
て
い
る
も
の
で
百
点
程
度

に
す
ぎ
な

い
。
そ
こ
に
井
田
氏

の
認
定
基
準

の

一
定
ラ

ン
ク
以
上
を
加
え
る

こ
と
は
可
能

で
あ

る
。
し
か
し
北
川
礼
弼
に
宛
て
た

「行
文
平
易
に
し
て
意
を
達
す
。

一
字
を
替

へ
ず
、
其
ま

・
御
返
し
申
候
。
明
日
之
紙
上

二
妙

な
り
」
(明
治
三
+
年
頃
+

一
月
五
日
付
)
と

い
う
書
簡
の
存
在
を
考
え
る
と
、
論
旨
だ
け
を
問
題
に
す
る
な
ら

ば
、
福
沢

の
筆

の
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関
与
度
は
基
準
と
な
ら
な

い
。

 
現
在
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
『時
事
新
報
』
の
論
説
を
福
沢
の
言
説
と
し
て
引
用
す
る
際
に
は
、

準
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
未
だ
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

慨

各
自
が
そ
の
判
断
基

2

著
作
偏
重
の
傾
向
に
つ
い
て

 
史
料
的
課
題
の
第
二
点
は
、
福
沢
が
多
く
の
著
書
を
残
し
て
い
る
た
め
に
、
著
作
偏
重
主
義

に
陥
り
が
ち
な
点

で
あ
る
。
た
と

え
ば
福
沢
の
女
性
論
は
、
近
代
女
性
史

・
家
族
史
を
論
ず
る
上
で
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
位
置
に
あ
り
、
こ
の
分
野
の
著

作
で
福
沢
に
ふ
れ
て

い
な

い
も

の
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
史
料
的
に
、
ほ
と
ん
ど
福
沢
の
著
作
を
題
材
に
論
じ
て

い

る
。
福
沢
自
身
の
著
作
か
ら
、
あ
る
い
は
著
作
を
当
時
の
欧
米
の
女
性
論
や
他

の
日
本
人
啓
蒙
家
の
女
性
論
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
福
沢
の
所
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
に
は
著
作
は
読
者
が
あ

っ
て
こ
そ
意
味
を
な

す
も
の
で
あ
り
、
読
者
と
の
関
係
に
お

い
て
も
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
他
方
、
同
時
代
の
女
子
教
育
論
者
で
あ
る
三
輪

田
元
道
が
福
沢
を

「
実
際
家
」
と
評
し
た
よ
う

に
、
福
沢
を
単
な
る
理
論
的
指
導
者
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
践
的

な
活
動
も
考
察
す

べ
き
で
あ
る
。
著
作
と
実
践
活
動
と
を
総
合
的
に
捉
え
て
、
は
じ
め
て
福
沢

の
意
図
は
明
確
に
な
る
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
著
作
に
留
ま
ら
ず
、
広
範
な
周
辺
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

m
 
書
簡
史
料

の
可
能
性
に
つ
い
て
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1

福
沢
研
究
に
お
け
る
書
簡
史
料
の
有
効
性

 
前
述
の
課
題
を
克
服
す
る
方
法

の
ひ
と
つ
に
、
書
簡
史
料

の
利
用
が
考
え
ら
れ
る
。
平
成
十
五
年

『福
澤
諭
吉
書
簡
集
』
全
九

巻

(以
下

『書
簡
集
』
と
略
す
)
が
完
結
し
た
。
『全
集
』
に
比
べ
て
、
収
録
書
簡
数
は
四
三
四
通
増
し
て
い
る

(但
し
採
用
基
準
が

異
な
る
た
め
、
新
た
に
収
録
さ
れ
た
書
簡
は
四
八
○
通
に
な
る
)
。
福
沢
研
究
に
お

い
て
書
簡
史
料
は
、
『全
集
』

に
収
録
済

み
の
も

の
で
す
ら
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難

い
。
更
に
そ
の
後
二
割
程
度

の
新
史
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
今
後
書
簡
史
料
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
議
論
が
展
開
で
き
る
可
能
性
は
高

い
と
い
え
る
。

2

書
簡
史
料
の
定
義

 
書
簡
史
料

に
は
特
有

の
史
料
的
性
格
が
あ
る
。
形
式
上
で
考
え
れ
ば
書
簡
と
は
、
差
出
人
が
あ
り
発
信
日
が
あ
り
名
宛
人
の
あ

る
文
書
で
あ
る
。
破
損
や
作
為
的
な
切
断

に
よ

っ
て
後
世
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
残
存
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
差
出
人
や
発

信
日
、
名
宛
人
の
記
述
が
存
在
し
た
と
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
書
簡
と
し
て
の
形
式
は
整

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た

一
方
差
出
人
、
発
信
日
、
名
宛
人
の
あ
る
文
書
で
あ

っ
て
も
、
請
状
や
訴
状
は

一
般
的
に
は
書
簡
と
は
認
識
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
書
簡
を
定
義
づ
け
る
重
要
な
要
件
は
、
形
式
で
は
な
く
む
し
ろ
、
内
容
の
公
開
性
で
は
な
い
か
と
思
う
。
書
簡
は
原
則
と

し
て
差
出
人
と
名
宛
人
の
み
が
知
り
得
る
べ
き
文
書
で
あ
り
、
第
三
者

へ
の
公
開
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
は
、
書
簡

で
は

な
く
書
簡
体

の
文
章
に
す
ぎ
な

い
。

 
宮
村
治
雄
氏
は

「
「書
」
と

「書
簡
」
の
間
」

(『書
簡
集
』
第
7
巻
月
報
)
の
中
で
、
『福
澤
文
集
』
に

「中
村

栗
園
先
生
に
答
」

と
し
て
収
録
さ
れ
た
明
治
十

一

(
一
八
七
八
)
年

一
月
二
十

一
日
付
中
村
栗
園
宛
書
簡
を
題
材
に
、
多
く
は
問
答
の
形
式
を
と
る
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「書
」
と

「書
簡
」
の
間
の
連
続
性
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
宮
村
氏
は

「中
村
栗
園
先
生
に
答
」
が

『書
簡
集

』
に
は
収
録
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
を
提
起
さ
れ
た
。
筆
者
は
公
開
を
目
的
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
書
簡
体

の
文

章
で
あ

っ
て
、
史
料
と
し
て
は
書
簡
と
分
け
て
扱
う
べ
き
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
『書
簡
集
』
第
七
巻

に
収
録
さ
れ
て
い

る
明
治
二
十
七
年
七
月
三
十
日
付
華
族

・
富
豪
家

・
有
力
家
宛
書
簡
は
、
同
日
付

『時
事
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
日
清
戦
争

へ
の
軍

資
金
醸
集
相
談
会

へ
の
出
席
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
、
私
見
で
言
え
ば
書
簡
体

の
文
章
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
公
開
を
目
的
と
し
た
書
簡
体
の
文
章
に

つ
い
て
は
、
不
特
定
多
数
が
読
者
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
公
開
さ
れ
た
時
点
で
、
史
料

と
し
て
の
扱
い
は
新
聞
雑
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
論
説
や
著
作
と
同
様

で
よ

い
と
考
え
る
。
し
か
し
公
開
を
目
的
と
し
て
い
な
い

書
簡
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
は
、

い
く
つ
か
の
留
意
す
べ
き
点
が
存
在
す
る
。

3

書
簡
史
料
の
問
題
点
と
有
効
性

 
留
意
す

べ
き
点

の
第

一
は
、
史
料

の
信
愚
性
判
断
の
難
し
さ
で
あ
る
。
明
ら
か
に
差
出
人
自
筆
の
原
文
が
存

在
す
る
場
合
は
よ

い
が
、
他
筆
の
も

の
が
残
さ
れ
て
い
た
場
合
、
代
筆
で
あ
る
か
写
本
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
偽
物
で
あ
る
か
の
判
断
は
非
常
に
難

し

い
。
た
と
え
ば
福
沢
の
場
合
、
代
筆
書
簡

の
主
た
る
も
の
は
忘
年
会
な
ど
集
会

へ
の
招
待
状
で
あ
る
。
福

沢
が
原
案
を
作
成

し
、
手
分
け
し
て
代
筆
し
発
信
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
は
福
沢
の
書
簡
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

但
し
代
筆

の
中
に

は
、
本
人
の
名
で
発
信
し
て
い
る
も

の
と
、
本
人
の
意
を
受
け
た
と
記
し
て
代
筆
者
名
で
発
信
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
内
容
的

に
大
差
が
な

い
と
し
て
も
、
明
記
さ
れ
て
い
る
差
出
人
が
異
な
る
以
上
、
二
者
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

、
後
者
は
本
人
の

書
簡
と
し
て
扱
う

こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
大
隈
重
信
の
よ
う
に
自
ら
書
簡
を
書
く
こ
と
が
な
い
者
に
と

っ
て
、
そ
の
区
別
が

ど
の
程
度
重
要
で
あ
る
か
は
疑
問
で
も
あ
り
、
代
筆
書
簡
の
認
定
に
は
な
お
議
論
を
要
す
る
。
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ま
た
他
筆

の
場
A
口、
代
筆
か
写
本
か
判
断
で
き
な

い
こ
と
も
多
く
、
写
本
で
あ
れ
ば
転
記
ミ
ス
や
意
図
的
な
削
除
加
筆
も
考
え

ら
れ
る
。
偽
物
の
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
福
沢
の
場
合
、
原
本
を
模
写
し
軸
装
し
た
書
簡
も
複
数
点
発
見

さ
れ
て
い
る
。

 
第
二
点
は
公
開
を
目
的
と
し
て
い
な

い
た
め
、
原
則
と
し
て
文
字
面
で
も
内
容
的
に
も
正
確
な
読
み
が
確
定

さ
れ
る
機
会
が
存

在
し
な

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
書
簡
は
差
出
人
と
名
宛
人
間
の
共
通
認
識
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
お
り
、
書
簡
自
体
の
文
脈
か

ら
だ
け
で
は
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
指
示
語
、
隠
語
も
多
く
、
誤
読

の
危
険
性
は
大
き
い
。

 
第
三
に
は
、
発
信
年
月
日
確
定

の
難
し
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
点
と
も
関
連
し
て
多
く
の
場
合
、
内
容
か
ら
の
推
定
作
業
は

難
し
く
、
福
沢
の
場
合
も

『全
集
』
と

『書
簡
集
』
で
発
信
年
代
の
推
定
が
異
な
る
も
の
は
、

一
八
○
通
あ
る
。
明
治
以
降
郵
送

さ
れ
た
書
簡

の
場
合
、
封
筒

の
消
印
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
封
筒
は
保
存

の
過
程
で
他

の
書
簡

の
封
筒
と
入
れ
違

え
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起

こ
り
、
必
ず
し
も
信
用
で
き
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

 
第
四
に
は
内
容
を
解
釈
す
る
上
で
、
発
信
当
時
の
差
出
人

・
名
宛
人
双
方

の
状
況
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
十
分
に
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
留
意
す
べ
き
点
が
存
在
し
て
も
な
お
、
そ

の

一
方
で
書
簡
史
料
を
活
用
す
る
こ
と

は
有
効

で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
第

一
に
、
書
簡
史
料
は
非
公
開
の
文
書
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
史
料

で
は
知
り
得
な
い
事
実
を

知
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
親
し
い
知
人
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
水
面
下
で
の
交
渉
事
な
ど
表
に
出
る
こ
と
が
稀
な
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

多

い
。

 
第
二
に
本
来
私
的
な
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
情
が
吐
露
さ
れ
や
す
く
、
潜
在
的
な
観
念
が
露
呈
し
や
す

い
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー

バ
イ
ア
ス
な
ど
の
偏
見
が
表
れ
や
す

い
と
い
え
る
。

 
す
な
わ
ち
福
沢
の
女
性
論
を
題
材
に
考
え
れ
ば
、
書
簡
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ひ
と
つ
に
は
福
沢

の

「実
際
家
」
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で
あ
る
面
が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
、
著
作
か
ら
考
察
さ
れ
ゐ
彼

の
女
性
論
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

一
面

で
は
、
半
ば
意
識

下
に
あ
る
福
沢
の
男
女
観
が
明
ら
か
に
な
り
、
彼
の
女
性
論
が
内
包
し
て
い
た
問
題
点
を
表
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
え
よ

・つ
。
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W
 
書
簡
に
み
る
福
沢

の
男
女
論

1

女
性
の
自
立
と
交
際

 
福
沢
の
書
簡
か
ら
は
、
新
た
に
次
の
よ
う
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
ま
ず
女
子
教
育
に
つ
い
て
、
従
来
慶
應
義
塾
で
は
戦
後
新
学
校
制
度

が
整
う
ま
で
、
組
織
的
な
教
育
は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
六

(
一
八
七
三
)
年
十
月
十

一
日
付
九
鬼
隆
義

・
自
洲
退
蔵
宛
書
簡
に
は

「当
月
九
日
汐
塾

之
傍

二
女
学
所
を
設
け
、
試

二
教
授
い
た
し
候
積
り
」
と
あ

っ
て
、
慶
應
義
塾
構
内
に
女
学
所
が
設
け
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
五
年
八
月
に
設
立
さ
れ
た
慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局

の
開
業
引
札
に
も
、
「無
用

の
婦
人
を
し
て
業

に
就
し
め
ん
が
た
め
事
を

始
め
た
り
。
お
ひ
く

其
職
業
繁
昌
し
、
婦
人
も
他
の
厄
介
と
な
ら
ず
し
て
自
か
ら
衣
食
す
る
に
至
ら
ば
、
仕
事
の
暇
に
読
書
そ

ろ
ば
ん
の
稽
古
を
も
開
く
べ
し
」
と
あ

っ
て
、
こ
の
頃
福
沢
が
、
慶
應
義
塾
内
で
女
子
の
た
め
の
教
育
組
織
を
設
立
し
よ
う
と
試

み
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
福
沢
が
女
性
の
た
め
の
授
産
お
よ
び
教
育
組
織
を
思
い
つ
い
た
要
因
に
は
、
明
治
五
年
の
旧
中
津
藩

主
奥
平
家

の
東
京
移
住
に
伴

い
、
同
家
に
関
係
す
る
多
く
の
女
性
た
ち
が
慶
應
義
塾
内

に
仮
住
い
を
始
め
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
明
治
六
年
四
月
十
五
日
付
島
津
復
生
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局
が
丸
屋
に
譲
渡
さ
れ
た
後
に
、
義
塾
内

の
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奥
平
家

の
敷
地
に
は
同
様
の
施
設
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
現
在

の
と
こ
ろ
女
学
所
、
衣
服
仕
立
局
と
も
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。

 
更
に
明
治
十
二
年
ご
ろ
に
も
女
子
教
育
が
試
み
ら
れ
た
。
初
代
幼
稚
舎
長
を
務
め
た
和
田
義
郎
に
宛

て
た
十

一
月
十
九
日
付
の

書
簡

に

「此
度

ハ
女
子
英
語
学
も
御
始
相
成
、
大
慶
不
過
之
。
…
…
中
略
…
…
可
相
成

ハ
日
本
書
、
習
字
、
画
学
、
英
語
学
共
、

一
切
之
稽
古
を
午
前

二
片
付
候
様
被
成
下
度
、
何
れ
之
娘
之
子
も
夫

ー
外

二
稽
古
事
有
之
、
其
上

二
又
遊
も

い
た
し
度
」
と
あ

っ

て
、
和
田
塾

(明
治
十
三
年
か
ら
は
幼
稚
舎
)
で
は
女
子
も
学
ん
で
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
当
時
の
勤
惰
表

(成
績
表
)
を
み
る

と
、
明
治
十
二
年
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

「幼
年
生
徒
勤
惰
表
」

の
第
二
番
に

「福
沢
阿
三
」
(諭
吉
長
女
、

の
ち
里
)
第
三

ロ

組
に

「福
沢
阿
房
」
(同
次
女
)
「黒
田
阿
順
」
「松
山
阿
銀
」
の
計
四
名
、
十
三
年

一
月
か
ら
四
月
ま
で
の

「
幼
稚
舎
生
徒
勤
惰

表
」
も
同
様
四
名
、
五
月
か
ら
七
月
ま
で
は
同
様
だ
が
第
二
番
に

「
山
田
阿
墨
」
が
加
わ
り
五
名
、
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
現

存

の
勤
惰
表
に
欠
損
が
あ
り
、
第
二
番

の

「山
田
阿
墨
」
「福
沢
阿
三
」
第
三
番
甲
の

「福
沢
阿
房
」
「松
山
阿
銀
」
の
み
が
確
認

で
き
る
。
十
四
年

一
月
か
ら
四
月
ま
で
は
第
三
番
甲
に

「
松
山
阿
銀
」
「福
沢
阿
房
」
第
六
番
に

「福
沢
阿
駿
」
(諭
吉
三
女
俊
か
)

の
三
名
、
五
月
か
ら
七
月
ま
で
は

「福
沢
阿
房
」
「松
山
阿
銀
」
の
二
名

の
名
前
が
あ
り
、
九
月
か
ら
は

「
阿
」
を
付
し
た
明
ら

か
な
女
名
前
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
福
沢
の
娘
た
ち
が
就
学
年
齢
に
達
し
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
、
初
等
教
育

に
お
い
て
は
、
お

そ
ら
く
教
職
員
の
子
女
を
中
心
に
女
子
も
交
え
た
教
育
が
行
わ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

 
更
に
明
治
二
十

一
年
頃
の
八
月
十
九
日
付
浜
野
定
四
郎

・
益
田
英
次
宛
書
簡
に
は

「兼
而
申
上
候
通
り
、
此
女
学
校
を
設
立
す

る

二
付
、
会
計
之
予
算

ハ
凡
そ
如
何
之
目
的

二
候
哉
、
承
知
致
度
。
唯
今
の
家
な
れ
バ
、
凡
そ
幾
名
之
生
徒
を
教

へ
て
、
月
入
何

程
。
雇
入
之
外
国
女
教
師

二
費
す
処
何
程
、
日
本
之
教
師

二
払
ふ
高
、
其
外
諸
雑
費
を
償
ふ
て
、
果
し
て
足
る

べ
き
や
」
と
あ

っ

て
、
福
沢
が
女
学
校
を
設
立
す
る
構
想
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
は
立
ち
消
え
に
な

っ
た

か
、
あ
る
い
は
非
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常
に
小
規
模

に
な

っ
た
よ
う
で
、
明
治
二
十
二
、
三
年

こ
ろ
の
四
月
二
+

一
日
付
益
田
英
次
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
慶
應
義
塾
内
に

お

い
て

「
ミ
ス
シ
ス
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
」
に

「大
人
之
部
」
と
し
て

「福
沢
お
さ
と
 
福
沢
お
ふ
さ
 
同
お
し

ゆ
ん
 
松
山
お
ぎ

ん
 
笠
原
お
美
代
」
の
五
人
が
、
「
子
供
之
部
」
と
し
て

「
小
幡
お
長
 
浜

の
お
た
か
 
福
沢
お
た
き
 
同
お
光
 
笠
原
お
や
す
」

の
五
人
が
学
ん
で
い
る
。
し
か
し

「
ミ
ス
シ
ス
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
」
が
勝
手
に
受
講
者
を
増
や
そ
う
と
し
た
こ
と
や
、
飼
犬
を
め

ぐ

っ
て
問
題
が
生
じ
、
六
月

一
日
付
書
簡
に
は

「読
書
之
方

ハ
約
束
之
通
り
六
月
中
持
続
可
致
、
七
月

一
日
汐

一
切
止
メ
ニ
相
成

候
義

二
御
座
候
。
実

ハ
教
授
之
芸

二
お
ゐ
て

ハ
好
教
師
な
れ
ど
も
、
双
方
之
情
感
相
通
ぜ
さ
る
も
の
か
、
不
平
少
な
か
ら
ず
、
お

し
む
へ
き
事

二
候
」
と
い
う
事
態
に
な

っ
て
、
教
授
は
終
了
し
た
。

 
ま
た
米
国
留
学
中
の
長
男

・
次
男
に
宛
て
て
、
「
お
し
ゆ
ん
と
お
た
き

[三
女
と
四
女
]
を
二
、
三
年
間
米
国

へ
遣
し
度
、
金

ハ

何
程

二
而
引
足
リ
可
申
哉
。
大
凡
之
処
承
は
り
度
。
追

ー
文
明
之
流
行
、
女
子

二
而
も

一
度

ハ
外
国

へ
参
る
様
致
し
度
、
唯
先
だ

つ
も
の
ハ
金

に
し
て
、
其
工
風
専

一
な
れ
バ
、
先
ツ
入
費
之
高
を
聞

い
て
、
後

二
決
断
致
度
存
候
」
(明
治
+
九
年
七
月

一
日
付
、

[

]
内
は
筆
者
注
。
以
下
同
様
。)
と
娘
た
ち
を
留
学
さ
せ
た
い
旨
を
書
き
送

っ
て
お
り
、
福
沢
が
女
子
教
育
に

つ
い
て
決
し
て
消

極
的
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

 
次
に
福
沢
は
女
性
の
経
済
的
自
立
に
つ
い
て
、
明
治
五
年
五
月
十

一
日
付
福
沢
英
之
助
に
宛
て
た
書
簡
で

「小
生

の
姉
な
ど
は

江
戸

へ
同
道
、
何
か
活
計
の
道
を
得
せ
し
む
る
積
り
な
り
」
と
述
べ
、
姉
た
ち
を
故
郷
中
津
か
ら
東
京

へ
呼
び
寄
せ
る
に
あ
た

っ

て
、
自
活
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
が
職
業
を
得
る
こ
と

へ
の
具
体
的
な
援
助
は
、
前
述

の
衣
服
仕
立
局

や
義
姉
今
泉
釧
が
シ
ー
ボ
ル
ト

・
イ
ネ
や
シ
モ
ン
ズ
に

つ
い
て
産
科
を
ま
な
び
三
田
で
開
業
し
た

一
件

(東
京
都
公
文
書
館

「明

治
+
年
回
議
録

第
三
類
産
婆
」)
の
他
に
も
、
旧
中
津
藩

の
子
女
二
十
五
名
が
富
岡
製
糸
場

へ
研
修
に
向

か
う

際
、
ま
た
修
了
し

て
帰
郷
す
る
際
に
、
資
金
そ
の
他
の
面
で
手
助
け
を
し
た
こ
と
が
以
下
の
書
簡
よ
り
知
れ
る
。
明
治
十
三
年
十

一
月
四
日
付
山
口
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広
江
宛
書
簡
に
は

「
上
州
の
製
糸
執
行
の
為
女
子
供
二
十
五
名
、
本
月
九
日
中
津
乗
船
の
由
、
当
地
に
着

の
上
は
可
相
成
丈
世
話

致
候
積
り
に
て
、
昨
今
宿
処
等
も
手
当

い
た
し
、
先
づ
本
塾
の
内
に
あ
る
万
来
舎
と
て

】
棟
有
之
、
此
舎
に
落
付
候
様
相
談
」
と

宿
泊
所
等
を
提
供
し
た
こ
と
、
同
年
十

一
月
二
十
日
付
福
見
常
白
宛
書
簡
に
は

「富
岡
行
之
工
女

一
同
、
無
事

一
昨
十
八
日
着
京

…
中
略
…
今
般
工
女
之

一
列

ハ
、
乍
不
及
此
方

二
而
も
御
世
話
申
候
様
、
友
人
共
之
申
合

二
御
座
候
」
と
在
京

の
中
津
人
で
支
援

す
る
こ
と
、
明
治
十
六
年
十
二
月
十

一
日
付
福
沢

一
太
郎

・
福
沢
捨
次
郎
宛
書
簡
に
は

「中
津
士
族
之
娘
共
二
十
四
、
五
名
、
三

年
前
上
州
富
岡

へ
製
糸
執
行

へ
参
候
処
、
成
業
。
此
度
帰
京

い
た
し
、
昨
今
当
邸
逗
留
、
不
日
中
津

へ
帰
り
可
申
。
何
れ
も
糸
之

事

二
毛
巧
者

二
相
成
候
由
也
」
と
、
帰
路
も
宿
を
提
供
し
成
業
を
喜
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。

 
ま
た
福
沢
は
明
治
十
九
年

の

「男
女
交
際
論
」
「男
女
交
際
余
論
」
で
、
女
性
が
交
際
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説

い
た
。
男
女

が
真
に
対
等

に
な
る
た
め
に
は
、
女
性
も
交
際
し
見
聞
を
広
め
知
識
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
福
沢
書

簡
か
ら
は
、
実
際

に
福
沢
の
主
催
で
、
女
性
に
交
際
す
る
場
を
提
供
す
る
集
会
が
開
か
れ
た
様
子
が
知
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
書
簡
は
米
国
留
学
中
の

長
男
に
あ
て
、
明
治
十
八
年
四
月
五
日
、
十
九
年
五
月

一
日
、
二
十
年
七
月
五
日
の
集
会
に
つ
い
て
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
本
月
十
三
日
ハ
社
中
之
壮
年
輩
百
人
斗
り
招
き
、
又
来
月
五
日
二
毛
母
人
が
主
人
と
な
り
、
婦
人
を
七
、
八
十
名
招
き
、
六

 
 
四
郎
杯
呼
出
し
て
奏
楽
せ
し
む
る
積
り
な
り
。
(明
治
十
八
年
三
月
三
十
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)

 
 
本
月
五
日
母
人
が
主
人

二
而
、
懇
意
之
婦
人
而
已
六
、
七
十
名
斗
り
招
き
、
六
四
郎
娯
楽
な
と
呼
ひ
、
賑
々
敷
饗
応
致
し
候
。

 
 

(明
治
十
八
年
四
月
十
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)

 
 
婦
人
之
交
際
を
始
め
度

ハ
兼
而
之
志
願
、
何
卒
試

二
も
奥
様
の
御
入
来
を
煩
は
し
度
、
御
迷
惑
之
段

ハ
十
分

二
承
知
致
し
居

 
 
候
得
共
、
何
れ
も
同
様
之
義
、
且
当
日

ハ
悉
皆
友
人
之
妻
児
の
み

(明
治
+
九
年
四
月
二
+
五
日
荘
田
平
五
郎
宛
)

 
 
昨
日
亡
、
婦
人
之
客
致
し
、
凡
五
十
名
ば
か
り
、

一
ー
膳
を
備

へ
ず
、
テ
ー
ブ

ル
ニ
西
洋
と
日
本
と
両
様
之
食
物

を
弁

へ
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置
、
客
之
銘

ー
取
る

二
任
せ
て
、
先

ツ
立
食
之
風

二
致
し
、
事
新
ら
し
け
れ
共
、
衆
婦
人
実

二
歓
を
尽
し

た
る
が
如
し
。
取

 
 
持

ハ
内
之
娘
土
ハ
と
外

二
社
友
中
之
バ
ッ
チ

ェ
ロ
ル
八
、
九
名
を
頼
み
、
誠

二
優
し
く
且
賑

二
有
之
候
。
此
様
子

二
而
亡
婦
女

 
 
子
も
次
第

二
交
際
之
道

二
入
る
事
難
か
ら
ず
と
、
独
り
窃

二
喜
ひ
居
候
。
(明
治
十
九
年
五
月
二
日
付
福
沢

]
太
郎
宛
)

他
に
も
義
太
夫
や
落
語
を
聞
く
会
、
素
人
音
楽
会
、
茶
話
会
な
ど
を
開
催
し
た
様
子
が
多
く

の
書
簡
か
ら
わ
か
る

(明
治
二
+
二

年
頃

一
月
九
日
付
小
泉
信
吉
宛
、
明
治
二
十
五
年
十
月
二
十
二
日
付
時
事
新
報
編
輯
局
宛
、
明
治
二
十
九
年
九
月
七
日
付
荘
田
平
五
郎

・
荘

田
田
鶴
宛
、
明
治
三
十
年
五
月
二
十
九
日
付
三
宅
豹
三
宛
、
同
年
六
月
九
日
付
三
宅
豹
三
宛
、
明
治
三
十
三
年
六
月
六
日
付
笠
原
恵
宛

な
ど
)
。

 
右
に
掲
げ
た
書
簡
か
ち
知
り
得
る
、
福
沢
の
女
子
教
育
、
女
性
の
自
立
、
交
際
に
関
す
る
行
動
は
、
著
作
で
展
開
し
た
主
張
を

実
践
的
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
年
十

一
月

の

「中
津
留
別
之
書
」
に
お
け
る

「人
は
万
物
の
霊
な
り
と
は
、
唯
耳
目

鼻
口
手
足
を
具
え
言
語
眠
食
す
る
を
云
う

に
あ
ら
ず
。
そ
の
実
は
、
天
道

に
従
て
徳
を
脩
め
、
人
の
人
た
る
知
識
聞
見
を
博
く

し
、
物
に
接
し
人
に
交
り
、
我

一
身
の
独
立
を
謀
り
、
我

一
家
の
活
計
を
立
て

・
こ
そ
、
始
て
万
物
の
霊

と
云
う
べ
き
な
り
」

「
人
倫

の
大
本
は
夫
婦
な
り
」
「夫
婦
別
あ
り
」
「男
と

い
い
女
と
い
い
、
等
し
く
天
地
間

の

一
人
に
て
軽
重

の
別
あ
る
べ
き
理
な

し
」
と
い
う

一
身
の
独
立
と
男
も
女
も
等
し

い
存
在
で
あ
る
と
す
る
主
張
、
明
治
十
九
年
の

「
男
女
交
際
論
」

「男
女
交
際
余
論
」

に
お
け
る

「知
ら
ず
識
ら
ず

の
際
に
女
は
男
に
学
び
男
は
女
に
教
え
ら
れ
て
、
有
形
に
知
見
を
増
し
無
形
に
徳
義
を
進
め
」
、
女

性
も
政
治
や
経
済

の
知
識
を
得
て

「社
会
全
体
の
有
様
を
知
り
て
、
大
凡
そ
そ
の
釣
合
を
弁
ず
る
こ
と
最
も
大
切
」
で
あ

り
、

「婦
人
社
会
に
知
識
見
聞
を
増
す
は
、
そ
の
交
際
を
便
利
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
そ

の
権
力
を
進
む
る
の
媒

介
」
と

い
っ
た
女

性
た
ち
の
交
際

の
必
要
性
を
説
く
主
張
が
、
女
子
に
対
す
る
教
育
や

「
活
計
の
道
」

へ
の
援
助
、
集
会
の
開
催

と
い
う
形

で
具
現

化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
治
維
新
後
、
福
沢
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
近
代
日
本

の
担
い
手
と
な
る

一
身
独
立
し

た
民
の
創
出
に
お
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い
て
、
男
女
を
同
等
視
し
、
日
本
は

「国
民
惣
体
持
」
「
男
女
共
有
寄
合
」
の
国
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
た
証
左

と
な
る
。

2
 
男
性
論
の
展
開

 
福
沢
の
女
性
論
の
特
徴

の
ひ
と
つ
は
、
男
性
論
と
表
裏

一
体
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
福
沢
は

「日
本
男
子
論
」

の
冒
頭

で

「
[女
性
論
の
み
を
論
じ
た
の
で
は
男
女
の
地
位
の
高
低
を
]
矯
め
直
さ
ん
と
し
て
ロ
ハ管
そ
の
低
き
も
の
を
助
け
、
如
何
様

に
も
し

て
之
を
高
く
せ
ん
と
て
唯

一
方
に
苦
心
す
る
の
み
に
し
て
、
他

の

一
方

の
高
き
に
過
る
も
の
を
低
く
せ
ん
と
す
る
の
手
段
に
力
を

尽
さ
"
り
し
も
の

・
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
男
女
間
の
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
を
双
方
か
ら
是
正
す
る
と

い
う
考
え
は
、
す

で
に
明
治
三

(
一
八
七

一
)
年

に
二
月
十
五
日
付
九
鬼
隆
義
宛
書
簡
で

「誠
之
道
を
求
め
、

一
身
を
修
る
の
術

ハ
他

二
有

之
間

敷
、
先
ツ
人
倫

の
大
本
を
立
候
様

い
た
し
度
。
大
本
と

ハ
夫
婦
な
り
。
世
間

二
女
大
学
と
申
書
有
之
、
婦
人
の
ミ
を
罪
人
之
よ
ふ

二
視
倣
し
、

こ
れ
を
責
る
こ
と
甚
し
け
れ
と
も
、
私
之
考

二
毛
婦
人
に
対
し
あ
ま
り
気
之
毒

二
御
座
候
。
何
卒

男
大
学
と
申
も
の

を
著
し
、
男
子
を
責
候
様

い
た
し
度
。
婦
人
を
軽
蔑
す
る

ハ
東
洋
諸
国

の
風
俗
、
西
洋
人
之
侮
を
受
る
所
以
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
早

い
時
期
か
ら
の
所
論
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
十
八
年
に
著
し
た

「品
行
論
」
に
つ
い
て
も
、
十

一
月
十
日

付
の
福
沢

一
太
郎
宛
書
簡

で

「品
行
論
と
て
百
ペ
ー
ジ
は
か
り
之
も
の
を
綴
り
、
本
日
出
版
願
差
出
置
候
。
是

ハ
日
本
男
子
之
不

品
行
を
答
メ
、
頂
門
之

一
釘
と
存
し
、
二
週
日
之
筆
を
労
し
た
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
、
「男
大
学
」
と
も

い
う
べ
き
啓
蒙
書
と

し
て
の
意
図
が
知
れ
る
。

 
ま
た

『時
事
新
報
』
同
年
九
月
三
日
付
お
よ
び
五
日
付
に
掲
載
さ
れ
た

「米
国
学
士
ド
ク
ト

ル
シ
モ
ン
ズ
氏

の
手
に
成
り
た
る

英
文
日
本
文
明
論
」
で
あ
る

「
日
本
杜
会
論
」
は
、
明
治
二
十
年
八
月
二
十
六
日
付
伊
吹
雷
太
宛
書
簡
に

「昨

日
落
手
致
候
社
会

論
は
、
字
句

の
問
に
少
々
手
を
入
れ
、
直
に
掲
載
の
積
に
て
、
唯
今
執
筆
致
居
候
。
日
本
近
時
の
狂
人
共

へ
頂
門
の

一
釘
、
愉
快
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に
不
堪
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
沢
の
加
筆
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
論
説
は
何
で
も
西
洋
化
し
よ
う
と
す
る
風
潮
を

批
判
し

「日
本
特
有

の
家
族

の
仕
組
を
壊
破
し
殊
に
婦
人

の
教
育
仕
付
等
に
関
は
る
古
習
旧
慣
を
放
棄
す
る
な

か
れ
」
と
述
べ
た

も

の
で
、

一
見
福
沢
の
所
論
と
は
相
対
立
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
末
尾
部
分
に
唐
突
に
次
の
よ
う
な
段
落
が
入
り
、
男
性

の
倫
理
観
の
改
革
す

べ
き
を
説
く
。

 
 
「不
品
行
も
の
は
唯
男
子
」
と
は
西
洋
の
諺
な
る
が
此
句
は
実
に
能
く
日
本

の
今
日
の
有
様
に
適
中
す
る
言
に
し
て
日
本
男

 
 
子
頂
門
の

一
針
な
り
日
本

の
輿
論
慣
習
が
婦
人
に
望
む
所

の
其
同
じ
謹
直
な
る
徳
行
を
男
子
に
責
め
ず
し

て
如
何
な
る
不
品

 
 
行
を
も
其
ま

・
に
差
許
し
等
閑
に
看
過
し
て
更
に
規
制
せ
ざ
る
は
実
に
甚
だ
し
き
欠
典

に
し
て
婦
人
に
対
し
て
此
上
も
な
き

 
 
不
正
不
敬
な
り
と
云
は
ざ
る
可
ら
ず

 
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
が
福
沢
の
加
筆
と
推
測
さ
れ
、
福
沢
が
繰
り
返
し
男
性
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

 
し
か
し
明
治
二
十

一
年

一
月
十
五
日
付
原
時
行
宛
書
簡
に
は
、
発
表
し
た

「
日
本
男
子
論
」
に
つ
い
て

「両
三
日
前
よ
り
男
子

論
を
記
し
候
。
何
卒
御

一
読
奉
願
。
無
益
の
殺
生
と
は
存
候
得
共
、
亦
是
後
生

の
為
め
か
、
唯

一
笑
に
附
す
る

の
み
」
と
述

べ
、

明
治
十
八
年

「
日
本
婦
人
論
」
「日
本
婦
人
論
後
編
」
発
表
の
際

の

「
婦
人
論

一
偏

ハ
大

二
昨
今
日
本
人
心
を
動
か
し
、
束
髪
、

洋
衣
、
其
他
婚
礼
法
等
様

ー
の
影
響
あ
る
こ
と

・
存
候
」
(十
月
二
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)
に
比
べ
て
消
極
的
な
様

子
も
窺
え
る
。

3

地
方
名
望
家

へ
の
期
待

 
地
方
名
望
家

へ
宛
て
た
次
の
よ
う
な
書
簡
か
ら
は
、
彼
ら
に
対
す
る
期
待
が
、
単
に
経
済
的
政
治
的
に
近
代
日
本
の
中
核
と
な

る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
面
で
も
近
代
化
の
泉
源
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
特
に
最
初
の
福
島
作
次
郎

に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
当
時
知
識
層
間
で
流
行
し
始
め
た
と
い
わ
れ
る

「
ホ
ー

ム
」
と

い
う
言
葉
を
用

い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
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れ
る
。

 
 
目
下
之
政
熱

二
熱
し
て
奔
走
す
る
が
如
き

ハ
徒
労
の
み
な
ら
ず
、
往

ー
祖
先
伝
来
の
産
を
空
ふ
す
る
も
の
さ

へ
な
き

二
あ
ら

 
 
ず
。
最
も
取
ら
さ
る
所
な
り
。
就
而
毛
富
豪
第

一
務

ハ
、
先

ツ
家
を
治
め
て
家
族
団
樂
之
ホ
ー

ム
を
成
し
、
ホ
ー
ム
既

二
成

 
 
る
上

ハ
、
進
ん
て
其
地
方
民
を
教
る
二
在
り
。
(明
治
二
十
五
年
+
月
十
六
日
付
福
島
作
次
郎
宛
)

 
 
芸
者
な
ど
の
流
行
、
寒
村
之
隅

ー
ま
で
も
行
渡
り
、
中
ー
賑

ー
し
き
由
。
然
る

二
尊
宅
弁

三
二
次

の
島
津
家

ハ
、
自
か
ら
別

 
 
世
界
な
り
と
云
ふ
。
…
…
中
略
…
…
屹
然
独
立
し
て
動
か
さ
る
は
、
蕾

二
両
家
之
私
の
み
二
あ
ら
す
、

一
地
方
之
標
準
と
し

 
 
て
其
功
徳
少
な
か
ら
す
。

(明
治
三
十

一
年
四
月
三
十
日
付
伊
藤
薫
蔵
宛
)

 
 
今
度
女
大
学
評
論
及
新
女
大
学
合
本
出
版
致
候

二
付
、
別
封
小
包
郵
便
に
て
御
送
申
上
候
間
、
御
落
手
被

下
度
願
上
候
。
上

 
 
製

の
分

ハ
貴
殿

二
差
上
る
筈

に
て
、
老
生
自
身
之
病
後

の
筆
に
て
、
巻
首

二
貴
殿
宛
姓
名
を
記
し
置
申
候
。
又
並
製

の
五

 
 

ハ
、
世
間

二
新
女
大
学
主
義

の
最
も
早
く
広
く
行

ハ
る

・
様

二
、
御
使
用
被
下
度
候
。
(明
治
三
+
二
年
+
二
月
+
五
日
付
中

 
 
川
横
太
郎
宛
)V

 
書
簡
に
見
る
男
女
観

1
 

男
ら
し
さ

次
に
、
書
簡
に
み
ち
れ
る
福
沢
の
潜
在
的
な
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

福
沢
は

「
日
本
婦
人
論
 
後
編
」

の
中
で
、
「儒
者

の
流
儀
の
学
者
」
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鵬

「
脳
中
に
あ
る
陰
の
帳
面
」
に
よ
っ
て
女
性
に
対
す



る
偏
見
に
縛
ら
れ
る
と
述

べ
、
人
々
の
内
に
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
福
沢
自
身
に
も
当
然

の
如
く
バ
イ
ア
ス
は
存
在
し
て
い
る
。
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
米
国
留
学
中
の
長
男

一
太
郎

・
次
男
捨
次
郎
に
宛
て
た

書
簡
で
、
福
沢
は
彼
ら
に

「
男
子
」
た
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

 
 
男
児
が
事
を
成
さ
ん
と
す

る
二
、
寒
暑
之
如
き

ハ
恐
る

・
二
足
ら
ず
、
唯
智
恵
を
以
て
之
を
凌
く
之
工
夫
専

一
な
る
而
巳
。

 
 

(明
治
十
六
年
六
月
十
九
日
付
福
沢

]
太
郎

・
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
 
其
学
校
之
事

二
付
而
亡
…
中
略
…

一
個
之
男
子
と
自
か
ら
信
し
て
処
分
可
被
致
。

(同
年
十

一
月
二
十
四
日
付
福
沢

一
太
郎

・

 
 
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
 
何
科

二
而
も
壱
人
前
之
男
と
為
り
て
、
自
活
之
道
を
得
れ

バ
、
夫

レ
ニ
而
沢
山
な
り
。

(同
年
十
二
月
四
日
付
福
沢

一
太
郎

・

 
 
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
 
異
郷
之
春

二
逢
ひ
、
淋
し
き
事

ハ
勿
論
な
れ
共
、
又

一
方
汐
考
れ

ハ
、
万
里
外
之
壮
遊
。
他
之
日
本
人
を
見
ず
し
て
、
兄
弟

 
 
さ
し
向
之
新
年
も
亦
愉
快
な
ら
ん
。
即
チ
壮
年
男
児
之
事
な
り
。
拙
者
始
母
人
も
之
を
思
ふ
て
自
慰
る
而
已
。
…
中
略
…
全

 
 
く
他
人

へ
身
を
托
す
る

ハ
男
子
之
事

二
あ
ら
ず
。
少
年

ハ
少
年
丈
ケ
之
智
恵
を
振
ふ
て
、
自
か
ら
進
退
す

る
所
あ
る
べ
し
。

 
 

(明
治
十
七
年

一
月
四
日
付
福
沢

一
太
郎

・
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
 
近
来

二
至
り
て

ハ
日

二
上
達
す
る
も
の

・
如
し
。
此
分

二
而
亡
日
本

二
帰
り
て
も
、
壱
人
前
之
男
子
と
し
て
恥
か
し
か
ら

 
 
ず
。
(明
治
二
十
年
六
月
二
十
九
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)

 
ま
た
福
沢
に
私
淑
す
る
者
や
門
下
生
に
対
す
る
書
簡
で
も
、
次

の
よ
う

に
述
べ

「
男
子
」
ら
し
く
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。

 
 
都
て
男
児
の
為
す
所
は
、
其
流
儀
は
時
と
場
所
と
に
従
て
変
易
す
る
あ
る
も
、
其
主
義
は
確
然
不
抜
、
毫
も
動
揺
せ
ざ
る
様

 
 
致
し
度
、
(明
治
十
二
年
八
月
六
日
付
松
木
直
己
宛
)

164



書簡にみる福沢諭吉の男女論 と男女観

 
 
他
人
の
知
る
と
知
ら
ぬ
と
に
論
な
く
、
見
る
と
見
ざ
る
と
を
問
は
ず
、
唯
正
直
に
勉
る
其
間
に
は
、

レ
プ

ユ
テ
ー
シ
ョ
ン
は

 
 
自
然
に
我
身
に
帰
し
可
申
、
幾
重
に
も
男
子
ら
し
く
御
勉
強
被
成
度
、
(明
治
十
八
年
二
月
十

一
日
付
川
村
惇
宛
)

 
福
沢
の
い
う

「
男
子
」
ら
し
さ
は
、
決
断
力
、
自
活
力
、
自
立
心
、
正
義
感
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た

「今

の
華
族
が
花
柳

に
戯
れ
風
月
に
耽
る
よ
り
も
鉄
砲
に
て
も
取
扱
ひ
て
少
し
は
男
子
ら
し
く
可
相
成
哉
と
婆
心

の
み
」
(明
治
十
二
年
七
月
二
十
日
付

野
手

一
郎
宛
)
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
力
や
強
さ
で
も
あ
る
。
「男
子
」
に
対
す
る
固
定
化
さ
れ

た
観
念
は

「其
慈

善
に
名
を
売
て
却
て
窃
に
自
か
ら
利
せ
ん
と
す
る
鄙
劣
男
子
も
あ
る
よ
し
」
(明
治
二
十
三
年
七
月
八
日
付
山
口
広
江
宛
)
「
今
度

の

処
は
死
者
に
対
し
て
冥
々
の
間
義
理
を
立
て
、
是
非
共
候
補
の
御
辞
退
相
成
候
様
致
し
度
、
即
ち
男
子
の
事

と
存
候
」
(明
治
二

+
五
年
三
月
二
十
五
日
付
同
人
宛
)
と
い
っ
た
行
動
規
範
の
表
現
や
、
「
[牛
場
卓
蔵
の
大
蔵
省
収
税
官
と
い
う
]
今

の
地
位
は
男
子
の

久
し
く
す

べ
き
所
に
あ
ら
ず
と
て
嘆
息
に
終
り
た
る
事
も
あ
り
」
(明
治
+
九
年
+
二
月

一
日
付
本
山
彦

一
宛
)
「
何
れ

二
も
日
本
之

教
育

二
付
、
其
針
路
を
示
す
者

ハ
、
遂

二
慶
應
義
塾

二
こ
そ
可
有
之
、
男
子
之
仕
事
と
し
て
恥
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
」

(明
治
二

+
年
四
月
二
+
八
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)
と
い
っ
た
な
す

べ
き
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
行
動
目
標
の
表
現
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

 
更
に
単
に
人
に
対
す
る
表
現
で
は
な
く
、
次
に
掲
げ
た

「
男
ら
し
き
反
対
論
」
と
い
っ
た
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
男
子
」

ら
し
さ
が
抽
象
概
念
化
さ
れ
得
て
お
り
、
そ
こ
に
確
固
た
る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
の
存
在
を
窺

い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
 

[長
崎
に
お
け
る
中
国
兵
の
乱
暴
に
つ
い
て
]
是
も
昨
今
談
判
最
中
な
れ
共
、
近
来
之
政
略
、
蓮
も
男
ら
し
き
事

ハ
出
来
申
間

 
 
敷
存
候
。
(明
治
十
九
年
八
月
三
十

一
日
付
渡
辺
修
宛
)

 
 

[条
約
改
正
に
つ
き
]
反
対
之
点

ハ
外
国
法
官
を
雇

ふ
ハ
憲
法
第
十
九
条

二
背
く
と
云
ふ
二
在
り
。
余
り
男
ら
し
き
反
対
論

二

 
 
あ
ら
ざ
れ
ど
も

(明
治
二
十
二
年
八
月

一
日
付
中
上
川
彦
次
郎
宛
)

 
 
今
度

の
政
変
に
付
、
人
の
進
退
を
颯

々
と
ヤ
ラ
カ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
其
手
際

の
通
り
に
、
万
般
の
施
政
を
男
ら
し
く
断
行
し
て
天
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下
の
耳
目
を
新
に
す
可
し
。

2

(明
治
三
十
年
十

一
月
九
日
付
石
河
幹
明
宛
)

女
ら
し
さ
と
結
婚
観

 

一
方
福
沢
の
書
簡
に
は

「
女
子
ら
し
く
」
と

い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。
コ

個
之
女
子
」
「壱
人
前
之
女
子
」
「女
児

の
為
す

所
」
す
べ
て
同
様

で
あ
る
。
女
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
書
簡

に
は
、
前
述
の

「女
大
学
」
の
不
条
理
性
や
、

明
治
二
十
九

(
一

八
九
六
)
年
九
月
四
日
付

の
日
原
昌
造
宛
書
簡
に

「唯
憐
む
可
き

ハ
寡
居
之
婦
人
な
り
。
仮
り

二
信
吉
氏
と
地
を
易

へ
、
三
年
前

二
氏
が
内
君
を
喪
ふ
た
ら
ん
に

ハ
、
爾
後
久
し
か
ら
ず
し
て
再
婚
之
談
を
催
し
て
、
今

こ
ろ

ハ
疾
く
既

二
第
二
之
妻
を
嬰
り
た
ら

ん

二
、
お
ち
か
さ
ん
が
女
性
な
れ
バ
と
て
、
之
を
捨
て

・
顧
る
者
な
し
。
誠

二
不
相
済
事
と
存
候
」
と
あ
る
よ
う
な
、
女
性
の
置

か
れ
て
い
る
立
場
に
対
す
る
深
い
同
情
が
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
次

の
よ
う
な
表
現
に
、
女
性
の
生
き
方
に
対
す
る
あ
る
視
点

が
読
み
取
れ
る
。

 
 
お

一
も
既

二
十
六
才
相
成
、
無
教
無
芸
之
者

二
生
立
候
而
{
、
実

二
同
人
生
涯
之
浮
沈

二
関
り
候
義
、
此
度
出
府
之
上

ハ
、

 
 
延
引
な
か
ら
も
手
習
釘
仕
事
等
を
教

へ
、
行

ー
身
之
片
付
致
し
遣
度
志
願

二
御
座
候
。
(明
治
二
年
四
月
十
七
日
付
藤
本
元
岱

 
 
宛
)

 
 
長
女
さ
と

(幼
名
サ

ン
)
事
も
中
村
貞
吉
方

へ
縁
談
、
昨
十

一
月
さ
し
遣
候
。
(明
治
+
七
年

一
月
二
+
二
日
付
渡
部
久
馬
八

 
 
宛
)

 
 
唯
拙
者

ハ
子
供
之
教
育
と
娘
共
之
身
之
片
付
を
致
し
遣
せ
バ
、
責
任

ハ
終
る
者
と
心
得
居
候
ま
て
二
而
、
決
し
て
余
計
之
金

 
 
あ
る

二
あ
ら
ず
。
(同
年
三
月
二
十
六
日
付
福
沢

一
太
郎

・
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
 
[福
沢
の
姪
に
あ
た
る
]
お
し
ほ

ハ
一
応
服
部
姉
之
方

へ
引
取
り
、
其
上

二
而
早

ー
良
縁
を
求
め
て
片
付
度
、
(明
治
十
九
年
五
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月
十
四
日
付
小
田
部
武
宛
)

 
 
横
浜

の
商
人
箕
田
長
二
郎
之
長
女

(十
八
)
を
貰
ふ
事

二
、
大
概
居
合
申
候
。
(明
治
二
十
二
年

一
月
三
十

日
付
中
上
川
彦
次

 
 
郎
宛
)

 
 
宇
都
宮
の
妹

(宇
都
宮
内
君
の
妹
、
大
沢
の
娘
、
廿
歳
)
に
取
極
め
、
本
月
二
十
三
日
仮
に
引
取
候
積
り
、
(明
治
二
十
三
年

 
 
四
月
二
十
日
付
福
沢
捨
次
郎
宛
)

 
右
の
書
簡
に
表
れ
て
い
る
の
は

「片
付
」
「
さ
し
遣
」
「
貰
ふ
」
結
婚

で
あ
る
。
「
日
本
婦
人
論
」
「
日
本
婦

人
論
後
編
」
「男
女

交
際
論
」
「男
女
交
際
余
論
」
「女
大
学
評
論
」
「新
女
大
学
」
な
ど
で
展
開
さ
れ
る
結
婚
観
は
、
結
婚
後
の
姓

は
男
女
か
ら

一
文

字
ず

つ
取

っ
て
組
み
合
わ
せ
る
べ
き
で
、
そ
れ
こ
そ
が
新
家
族
の

「事
の
実
を
表
し
出
す
の

一
法
」
で
あ
る
と
す
る
説
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
夫
婦
が
対
等
の
り
ベ
ラ
ル
な
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
書
簡
に
無
意
識
に
表
れ
て
い
る
結
婚
観

は
異
な
る
。

 
長
男

一
太
郎

の
結
婚
が
失
敗
に
終
わ
り
、
実
家

へ
帰

っ
た
妻
に
つ
い
て
、
「他
人
之
家

へ
嫁
す
る

ハ
決
死

の
覚
悟
な
る

へ
き

こ

と

・
存
し
居
候
処
、
何
ぞ
計
ら
ん
、
軽
率
至
極
」
(明
治
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
付
近
藤
良
薫
宛
)
と
述
べ
た
り
、
三
女
俊
が
夫

の

赴
任
先
に
移
る
時
期
に
つ
い
て

「
[長
く
夫
の
元
を
離
れ
て
]
此
方

二
居
る

ハ
世
間
体
も
宜
し
か
ら
ず
」
(明
治

二
+
八
年

一
月
二
十

二
日
付
清
岡
邦
之
助
宛
)
と
述
べ
る
な
ど
、
守
旧
的
な
結
婚
観
か
ら
脱
し
て
は
い
な

い
。

 
ゆ
え
に
家
庭
内

の
男
女
の
役
割
に

つ
い
て
も
、
福
沢
の
子
ど
も
た
ち
が
築
く
家
庭
に
対
し
、
「夫

ハ
外
汐
帰
り
て
当
日
聞
得
た

る
雑
話
を
話
し
、
婦

ハ
終
日
留
主
中
之
奇
談
珍
事
を
語
り
、
相
互

二
談
笑
す
る
間

二
無
限

の
情
を
生
す

べ
し
」

(明
治
二
十
二
年
十

一
月
七
日
付
近
藤
良
薫
宛
)
「
[夫
の
食
事
の
世
話
は
他
人
任
せ
に
せ
ず
]
矢
張
り
お
ま

へ
が
番
を
し
て
、
用
心

一
偏

二
気
を
付
け
る
方

可
然
存
候
」

(明
治
二
+
八
年
五
月
+
日
付
清
岡
俊
宛
)
と
、
明
治
二
年
に
自
ら

の
家
庭
の
あ
り
方
を

「小
生
之
身

ハ
固
よ
り
勉
強
、

妻

ハ
家
事
を
理
し
、
母
も
亦
子
供
の
世
話
な
と
い
た
し
、

一
家
団
樂
共

二
倹
約
い
た
し
候

ハ
・
、
天
道
人
を
殺

さ
ず
と
の
諺
も
有
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之

」

(六
月
十

九

日
付
簗

紀
平

宛
)

い
る

。

と
語
っ
た
時
点
か
ら
変
化
の
な
い
、
夫
は
外
に
向
き
妻
は
内
に
向
く
と
い
う
大
枠
で
と
ら
え
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎜

3
 
家

の
あ
り
方

 
福
沢
の

"家
"
に
対
す
る
考
え
は
、
特
に
世
代
間
の
継
承
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
と

い
う
点

で
不
明
確
な
部
分
も

多

い
。
書
簡
で
は
、
維
新
直
後
母
が
望
む
中
津
で
の
福
沢
家

の
存
続
を

「大
間
違
と
や
い
は
ん
、
大
笑
と
や

い
は
ん
」

(明
治
二

年
八
月
二
十
四
日
付
服
部
五
郎
兵
衛
宛
)
と
拒
絶
し
、
自
身
と
次
世
代
と
の
関
係
も

「生
涯
夫
婦

[の
み
]
同
居
」
(明
治
十
八
年
十

月
二
日
付
福
沢

一
太
郎
宛
)
「
父
母

ハ
同
居
せ
さ
る
積
り
な
り
」

(明
治
二
十
年
六
月
日
未
詳
付
福
沢

一
太
郎
宛
書
簡
)
「
[息
子
夫
婦
と

は
]
全
く
別
居
な
り
」

(明
治
二
十
二
年
四
月
二
十
四
日
付
中
上
川
彦
次
郎
宛
)
と
子
ど
も
夫
婦
と
は
互

い
に
干
渉
し
あ
わ
な
い
生
活

を
望
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、

一
方
で
次
女

・
三
女

・
四
女
の
結
婚
に
際
し
て
は
、
相
手
が
ま
ず
福
沢
家

の
養
子

に
な
る
こ
と
を
条

件
に
考
え
て
い
る
。
結
局
養
子
と
な

っ
た
の
は
、
次
女
の
夫
桃
介

の
み
で
、
三
女
の
夫
に
つ
い
て

「養
子

二
そ
無
之
候
得
共
、
其

実

ハ
養
子
同
様

二
致
し
」

(明
治
二
+
三
年
五
月
九
日
付
小
田
部
礼
宛
)
と
述
べ
て
お
り
、
な
ぜ
養
子
に
こ
だ
わ

っ
た
の
か
は
は

っ

き
り
し
な
い
。
五
女
光
の
結
婚
に
際
し
、
「今
度
之
主
人

ハ
伝
五
郎
と
光
と
両
名
…
…
中
略
…
…
就
而
亡
彼

の
帝
国
ホ
テ

ル
之
披

露

二
毛
、

一
切
福
沢
之
臭
気
を
交

へ
ず
、
単

二
潮
田
伝
五
郎

一
名
之
発
起

二
而
」
(明
治
二
+
九
年
九
月
+
七
日
付
福
沢
捨
次
郎
宛
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
基
本
は
夫
婦
単
位
で
独
立
し
た
家
を
成
す
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

珊
 
福
沢
女
性
論
の
再
評
価



書簡にみる福沢諭吉の男女論と男女観

 
福
沢
諭
吉
の
女
性
論
は
、
時
代
を
超
え
て
多
く
の
人
々
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
自

由
民
権
運
動
家

の

福
田
英
子
は
、
自
分
の
演
説
を
振
返

っ
て

「福
沢
諭
吉
先
生
の
著

「学
問
の
勧
め
」
と
い
ふ
本
の
受
け
売
り
」

で
あ

っ
た
と
回
想

し
、
与
謝
野
晶
子
は

「私
は
今
に
到

っ
て
先
生

の
卓
見
に
し
み
じ
み
と
同
感
を
禁
じ
得
な
い
の
で
す
。
我
国
に
於
い
て
最
も
早
く

男
女
同
権
を
唱

へ
て
婦
人
の
独
立
を
激
励
せ
ら
れ
た
偉
人
は
福
沢
先
生
で
し
た
」
と
評
価
し
た
。
し
か
し
福

沢
が
願

っ
た
よ
う

に
、
そ
の
女
性
論
が
道
徳
的
規
範
と
し
て
、
広
く

一
般
社
会

の
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

 
福
沢
の
女
性
論
執
筆
の
目
的
は
、
前
掲
九
鬼
隆
義
宛
書
簡
や
日
原
昌
造
宛
書
簡
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
女
性
の
み
に
様

々
な

制
約
が
強

い
ら
れ
る
旧
道
徳
か
ら
女
性
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
か
つ
福
沢
は
男
女
の
同
権
は
法
律

で
定

め
ら
れ
れ
ば
よ

い

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「同
権

の
根
本
は
習
慣
に
由
来
す
る
も
の
に
し
て
、
法
律

の
成
文
は
唯
そ
の
習
慣

の
力
を
援
る
に
過
ぎ

ざ
る
の
み
」

(『日
本
婦
人
論
』)
と
考
え
て
い
た
。
ゆ
え
に
晩
年
に
な

っ
て
福
沢
は

「
俗
界
之
モ
ラ
ル
ス
タ

ン
ト

ア
ル
ド
の
高
か
ら

ざ
る
こ
と
、
終
生
之
遺
憾
」
(明
治
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
日
原
昌
造
宛
)
と
述
べ
、
「私
の
生
涯

の
中
に
出
来
し
て
見
た
い
と
思

ふ
所
」
の
ひ
と

つ
に
、
「
全
国
男
女
の
気
品
を
次
第

々
々
に
高
尚
に
導

い
て
真
実
文
明
の
名

に
梶
か
し
く
な

い
よ
う
に
す

る
」

(『福
翁
自
伝
』)
こ
と
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
三
年
四
月
十
五
日
、
『時
事
新
報
』
は
日
原
昌
造
に
よ
る
社
説

「最
後
の
決

戦
」
を
掲
げ
る
に
至
る
。

こ
れ
は
維
新
以
後

「有
形
の
区
域
」
す
な
わ
ち
物
質
文
明
に
お
い
て
は

「文
明
流
」

が
勝
利
を
お
さ
め

た
も

の
の
、
「無
形
の
も
の
」
と
な
る
に
従

っ
て
旧
勢
力
の
抵
抗
力
が
強
く

「
文
明
の
進
歩
を
渋
滞
せ
し
む
る

の
憂
」
が
あ
る
と

述
べ
、
「新
旧
最
後
の
決
戦
と
も
云
ふ
可
き
も
の
あ
り
て
存
す
る
は
即
ち
道
徳
修
身
の
問
題
な
り
」
「儒
教
主
義

の
旧
道
徳
を
根
祇

よ
り
顛
覆
し
て
文
明
主
義

の
新
道
徳
を
注
入
せ
ん
」
と
い
う

「
旧
道
徳
」
に
対
す
る

「決
戦
」
の
布
告
で
あ

っ
た
。

 

こ
の
対
立
は
女
性
論

に
お

い
て
、
「女
大
学
」
を
め
ぐ
る
相
克
と
な

っ
て
表
わ
れ
た
。
福
沢
は
女
性
に
隷
従
的
な
立
場
を
強

い

る

「
女
大
学
」
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
が
、
福
沢
を
批
判
す
る
井
上
哲
次
郎
ら
は

「女
大
学
の
如
き
も
の
」
は

「
活
き
て
働

い
て
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居

っ
て
貰
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
た
。

こ
の

「
決
戦
」
の
結
果
が

「
旧
道
徳
」
側

の
勝
利
に
終
わ

っ
た
こ
と
は
、
大
正

期
に
な

っ
て
も

「女
大
学
」

の
教
訓
は
無
意
識
の
間
に
社
会
性
と
な
り

「動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
勢
力
を
有
し
」

て
い
た
こ
と
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
。
「女
大
学

の
如
き
も
の
」
は
、
女
性
の
生
き
方
を
束
縛
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

 
な
ぜ
福
沢
の
女
性
論
は
、

一
般
的
な
道
徳
的
規
範
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
か
。
筆
者
は
別
稿
で
、
そ
の
理
由

と
な
る
、
福
沢
の

女
性
論

・
家
族
論
自
体
に
内
在
し
た
家
産
に
関
す
る
矛
盾
と

"家
"
と
し
て
の
継
承
問
題
、
「女
大
学
」
的
生

き
方
こ
そ
が
女
性

の
日
常
的
な
家
庭
生
活
自
体
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
得
た
点
に
つ
い
て
述

べ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
書
簡
に
み
ら
れ
る
男
女
論

と
男
女
観
に
限

っ
て
論
ず
る
。

 
書
簡
に
表
わ
れ
て
い
る
女
子
教
育

へ
の
取
り
組
み
や
女
性

の
自
立
・交
際

へ
の
援
助
は
、
前
述
の
よ
う
に
著
作

の
主
張
を
実
践

に
よ

っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
福
沢
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
福
沢
は
、
日
本
を

一
身
独
立
し
た
男
女
が
と
も

に
支
え
る

「国
民

惣
体
持
」
の
国
た
る
べ
き
と
捉
え
て
い
た
。
「
男
女
共
有
寄
合
」

の
国

で
あ
る
と

い
う
意
識

の
も
と
に
、
女
性

が
男
性
と
対
等
の

立
場
に
な
る
こ
と
に
力
を
注

い
だ
。
書
簡
を
通
じ
て
福
沢
が
早

い
時
期
か
ら
男
性
論
を
女
性
論
と
表
裏

一
体

の
も
の
と
し
て
捉

え
、
男
性
の
意
識
改
革
な
く
し
て
は
女
性

の
地
位
向
上
は
あ
り
得
な
い
と
主
張
し
続
け
た
こ
と
も
実
証
さ
れ
る
。

 
し
か
し
同
時
に
書
簡
に
表
わ
れ
た
男
女
観
か
ら
は
、
福
沢
の
女
性
論
に
内
在
す
る
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
福
沢
は
、
明
治

初
期
の
福
沢
家

の
存
続
を
め
ぐ
る
問
題

(前
出
明
治
二
年
八
月
二
+
四
日
付
服
部
五
郎
兵
衛
宛
書
簡
)
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
封
建

的
な

"家
"
の
観
念
か
ら
は
意
識
的
に
脱
却
し
た
。
し
か
し
意
識
下
に
お
い
て
、
夫
は
外
向
き
妻
は
内
向
き
と

い
う
大
枠
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
福
沢
に
と

っ
て
、
結
婚
は
女
性
を

「片
付
」
「
さ
し
遣
」
「
貰
ふ
」
も

の
で
あ

っ
た
し
、
男
性
は

「
男
子
」
た
る
も
の
と
し
て
外
で
満
足
の
い
く
仕
事
を
な
す

べ
き
で
あ

っ
た
。
福
沢
の
女
性
論
は
決
し
て
女
性
を
家
庭
内
に
閉
じ

込
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、
自
立

・
交
際
を
主
張
し
、
実
際
に
教
育
の
場
や
交
際
の
場
を
与
え
な
が
ら
も
、
究
極
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的
に
は
男
女

の
関
係
を
家
庭
の
枠
内
で
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
四
十
四
年
に
東
京
女
子
高
等
師
範
学

校
教
授
吉
田
熊
次

が
著
書

『女
子
研
究
』

の
中
で
述
べ
て
い
る
、
次

の
よ
う
な
評
価
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
[「
文
明
論
女
大
学
」
を
著
し
た
土
居
光
華
は
]
全
然
家
族
制
度
を
斥
け
個
人
の
自
由
独
立
を
以
て
絶
対
の
真
理
と
看
倣
し
て
居

 
 
る
も

の
で
あ
り
ま
す
が
、
福
沢
氏
に
な
り
ま
す
る
と
、
必
ず
し
も
家
族
制
度
に
は
反
対
し
て
居
ら
な

い
の
で
あ
り
ま
す
…
…

 
 
中
略
・:
…

[福
沢
は
]
土
居
氏
の
如
く
明
ら
さ
ま
に
、
又
淡
自
に
男
女
同
権
を
主
張
は
せ
ぬ
け
れ
ど
も
が
、
其
裏
面
は
同
じ

 
 
思
想
も
混
じ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
そ
れ
と
家
族
本
位
の
思
想
及
女
子
が
夫
に
従

ふ
べ
し
と
云
ふ
思
想
と
が
不
明

 
 
瞭
に
曖
昧
模
糊
と
し
て
混

つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

 
明
治
民
法

の
内
容
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
、
守
旧
派
は
そ
の
革
新
的
な
内
容
に
愕
然
と
し
た
。
近
年
ま
で
明
治
民
法
は
、
家

父
長
制
度

の
確
立
と
の
結
び
つ
き
で
、
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
守
旧
的
な
も

の
と
し
て
評
価
を
下
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か

し
そ
こ
で
描
き
出
さ
れ
た
家
は
、
コ

男

一
女
情
愛

ニ
ョ
ツ
テ
ソ
ノ
居
ヲ
同
ジ
ウ
ス
ル
」
と

い
っ
た
新
し
い
概

念
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
岩
手
県
令
石
井
省

一
郎
は
、
明
治
民
法
に
よ
れ
ば
妻
が
夫
を
訴
え
、
子
が
父
を
訴
え
る

こ
と
が
出
来
る
と

い
う
こ
と
を
聞
い
て
驚
き
、
司
法
大
臣
山
田
顕
義

の
も
と

へ
出
向

い
た
と
い
う
。
だ
が
条
約
改
正
の
た
め
に
は

一
夫

一
婦
に
よ
る

新
し

い
家
族
像
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
得
さ
れ
、
「
そ
れ
な
ら
ば
致
方
が
な

い
、
こ
の
上
は
教
育

の
方
面
で
、
善
く
始

末
を

つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
法
律
は
法
律
と
し
て
、
法
律
外
の
行
動
規
範
の
部
分
で
儒
教
的
な
家
族
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
運

動
を
始
め
た
。
福
沢
に
と

っ
て
明
治
民
法
は
、
た
と
え
ば
離
婚
条
件

は
合
理
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
明
示
す
る
な
ど

「
文
明
女
子
の
懐
剣
」
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
が
、
重
要
な
こ
と
は
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
を
守
る

モ
ラ
ル
が
確
立
す

る
こ
と
で
あ

っ
た
。

モ
ラ
ル
が
確
立
し
な

い
限
り
、
法
律
は
充
分
な
効
力
を
発
揮
し
得
な

い
。
守
旧
派
の
意
図
す
る
通
り
で
、
そ

こ
が
ま
さ
に

「
最
後
の
決
戦
」
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
福
沢
の
女
性
論
が
男
女

の
役
割
分
担

に
と
ら

わ
れ
て

「曖
昧
模
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糊
」
と
し
て
い
た
が
た
め
に
、
明
治
民
法
に
お
い
て
福
沢
の
女
性
論

の
中
心
的
な
柱
で
あ

っ
た

一
夫

一
婦
制
が
成
立
し
た
と
き
、

そ
れ
は
福
沢
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
の

「同
権
」

へ
の
第

一
歩
で
あ
り
、
道
徳
的
規
範
改
正
す
な
わ
ち

「
旧
道
徳
」
を

「根
底
よ
り

顛
覆
し
」
「
文
明
主
義
の
新
道
徳
を
注
入
す
る
」
「
決
戦
」
の
ス
タ
ー
ト
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
だ
が
、
あ
た
か
も
彼
の
女
性
論

の
到

達
点

の
様
相
を
呈
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
に
も
福
沢
の
女
性
論

の
弱
み
が
あ

っ
た
。
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福
沢
の
書
簡
は
、
史
料
論
か
ら
の
分
析
も
含
め
て
、
多
く
の
議
論

の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
女
性
論

に
お
い
て
も
、
新

た
な
事
実
が
証
左
さ
れ
再
評
価
の
可
能
性
を
示
し
得
た
よ
う
に
、
書
簡
史
料
は
様

々
な
研
究
分
野
お
い
て
、
史
料
的
課
題
克
服

の

一
助
と
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ii[fbす!8/一,7!6!54!一,3/一,21シ 主

拙
稿

「
中
村

梅
治

旧
蔵

時
事
新

報

社
説

原
稿

に

つ
い
て
」

『
明
治

維
新

史
学

会
報

』
第

二

六
号
、

一
九

九
五

年
。

井

田
進

也

『
歴
史

と

テ
ク

ス
ト
 

西
鶴

か
ら

諭
吉
ま

で
』

(光

芒
社

、
平
成

十

三
年
)

二

八
頁

『
福
澤

諭
吉

書
簡
集

』

(岩
波
書

店

、
平

成
十

三

～
十

五
年

、
全

九
巻

)
第

八
巻

三

四
三
頁

。

東

亜
協

会

編

『女

大
学

の
研

究
』

(弘
道

館
、

明
治

四
十

三
年
)

二

五
頁
。

一
頁
。

中
村

宛

の
書
簡

は

『
全
集

』
第

四
巻

四
九

一
頁

『
書
簡

集
』

第
七
巻

三

三
〇
頁

。

『
書
簡

集
』

第

一
巻

二
七
七
頁

。

『
全
集

』
第

十
九
巻

三

八
七
頁

。

『
書
簡

集
』

第

一
巻

二
六
〇
頁

。
拙

稿

「
丸
屋

仕
立
店

と
慶
應
義

塾

仕
立
局

」

『
學
鐙
』

V
O

L
.
99

M
1
 

二
〇

〇
二
年

。

『
書
簡
集

』

第
三
巻

五

九
頁
。

マ
イ

ク

ロ
フ

ィ

ル
ム
版

『福

澤
関

係
文
書

』

(雄
松

堂

フ
ィ

ル

ム
出

版
、
平

成

元
年

～
十
年

)

K
4
。



書簡にみる福沢諭吉の男女論と男女観

36 35343332 31 3029 2827 2625 24 2322 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

『
書
簡

集
』

第

六
巻

四
八
頁

。

『書
簡

集
』

第

六
巻

二
七

二
頁
。

『書
簡

集

』
第

六
巻

二
七

六
、

二
七
九

、

二
九
六

頁
。

『書
簡

集

』
第

五
巻

七
七

頁
。

『書
簡

集

』
第

一
巻

二
三
九

頁
。

『書
簡

集

』
第

三
巻

五
四

、
六
〇

頁
 

四
巻

五
〇

頁
。

『書

簡
集

』
第

四
巻

二
五

四
、

二
五
九

頁

 
五
巻

五
六

、
五

九
頁
。

『書
簡

集

』
第

六
巻

九
七

頁
 

七
巻

二
〇

二
頁
 

八
巻

二

一
九

、

三
〇
三

、

三
〇
五

頁
 

九
巻

五

二
頁
。

『福

澤
諭

吉
著
作

集

』
第

十
巻

(慶
應

義
塾

大
学
出

版

会
、

二
〇
〇

三
年

、
以

下

『
著
作

集
』

と
略

す
)

『著

作
集

』
第

十
巻

=
二
五
、

一
四

三
頁
。

『著
作

集

』
第
十

巻

九
三
、

七
〇

頁
。

『著

作
集

』
第

十
巻

一
六

〇
頁
。

『書

簡
集

』
第

一
巻

一
六

一
頁
。

『書

簡
集

』
第

四
巻

三

二
六
頁
。

『書

簡
集

』
第

五
巻

二
六

〇
頁

。

『書

簡
集

』
第

五
巻

三
三

三
頁

、
四
巻

三

〇
六
頁

。

『書

簡
集

』
第

七
巻

二
〇

一
頁

、
九
巻

二

八
、
五

一
頁

。

『著

作
集

』
第

十
巻

六

一
頁
。

『書

簡
集

』
第

三
巻

三
〇

〇
頁

、
四
巻

四

〇
、

四
七
、

七

五
頁
 

五
巻

一
二

三
頁
。

『書

簡
集

』
第

二
巻

二
三

三
頁

、
四
巻

二

四
二
頁

。

『書

簡
集

』
第

二
巻

二

二
四
頁

、
六
巻

三

二
〇

頁
、
七

巻

一
六

一
頁
。

『書

簡
集

』
第

五
巻

一
二
九
、

一
八

六
百
ハ。

『書

簡
集

』
第

五
巻

一
〇

一
頁

、
六
巻

一
六
〇
頁

、

八
巻
三

四
四

頁
。

『書

簡
集

』
第

八
巻

二

一
八
頁

。

『書

簡
集

』
第

一
巻

=

一七
頁

、
四
巻

八
四
、

一

一
九

頁
、

五
巻

六

二
頁
、

六
巻

一
〇

四
、

二
六
九

頁
。

二

頁

。
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(37
) 

『著

作
集

』
第

十
巻

四
三
頁

。

(38

) 

『書

簡
集

』
第

六
巻

一
=

五
頁
、

八
巻

一
七
頁
。

(39
) 

『書

簡
集

』
第

六
巻

一
八

八
頁
、

八
巻

六
三

頁
、

一
巻

=
二
一二
頁

。

(
40
)
 

『書

簡
集

』
第

一
巻

=
二
八
頁
、

四
巻

三
〇

七
頁

、
五

巻

二

二
〇

頁
、

六
巻

一
二

九
頁

。
養

子

に

つ

い
て
は
第

五
巻

一
四

五
頁

、

 
 

六
巻

二
〇

六

頁
、

七
巻
三

=
二
頁

に
あ

る
。

(41
) 

『書

簡
集

』
第

六
巻

二
八

四
頁
。

(
42
) 

『書

簡
集

』
第

八
巻

二
二

九
頁
。

(43
)
 

市

川
房

枝
編

『
日
本

婦
人

問
題
資

料
集

成
』

第

二
巻
政

治

(ド

メ

ス
出

版

、
昭
和

五

十
二
年

)
、
九

七
頁
。

『定
本

与

謝
野

晶
子

全

 
 

集
』

第

十
五

巻

(講
談
社

、
昭
和

五

十
五
年

)
、

二
八
九

頁

(丹

原
恒

則
氏

の
御

教
示

に
よ

る
)
。

(44
) 

『著

作
集

』
第

十
巻

四
七

頁
。

(45
) 

『書

簡
集

』
第

八
巻

一
七
三

頁
。

『
著
作

集
』

第
十

二
巻

四
〇

五
頁

。

(46
) 

前

掲

『
女
大

学

の
研
究
』

一
九

頁
。

(
47
) 

『婦

人

問
題

よ
り
観

た
る
女

大
学

評
論

』

(大

同
館

、
大

正
七

年
)
。

本

間
久

雄

は
、

『
現
代
之
婦

人
問

題
』

(天
佑

社
、

大

正
八
年

)

 
 

の
中

で
、
「
女

大
学

を
脱

せ
よ
」

と
論

じ

て

い
る
。

(
48
)
 

明
治
維

新
史

学
会

編

『
明
治
維
新

と
文
化
』
 

二
〇
〇

四
年

刊
行

予
定

。

(
49
) 

同

文
館

、

明
治
四

十
四
年

。
三

八
五

頁
。

(
50
) 

渡

辺
幾

治
郎

『教

育
勅
語

の
本
義

と
漢

発

の
由
来

』

(藤

井

書
店

、
昭

和
十

四
年

)
、

二
四
四

頁
。

(
51
) 

『著

作
集

』
第

十
巻

三
〇
九

頁
。
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に
し
ざ

わ
 

な
お

こ
 

 

本
塾
福

澤

研
究

セ

ン
タ

ー
研

究
員
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