
学
と
不
学

の
ち
が
い

近
代
中
日
女
子
教
育
の
比
較

李

卓

学と不学のちがい

儒
家

の
女
子
教
育
は
女
徳
を
重
ん
じ
る
。
中
日
両
国
と
も
こ
れ
に
は
変
わ
り

が
な
い
。
し
か
し
、
中
日
両
国
の
女
性
は
、
蔑
視
さ
れ
、
圧
迫
さ
れ
た
と
い
う

点

で
は
共
通

の
運
命
を
持

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
明
ら
か
に
異
な
る
側
面
が
あ

る
。
拙
文
は
中
日
女
子
教
育

の
い
く
つ
か
の
ち
が

い
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
よ

う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

一

封
建
時
代

の
中
日
両
国

の
女
子
教
育

男
性
中
心

の
中
国
封
建
社
会

に
あ

っ
て
は
、
女
性

の
居
場
所
は
家
庭
だ
け
で

あ

っ
た
。
彼
女
ら
の
身
分
は
三
種
の
外
に
出

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
嫁
さ
ず
し
て
は
娘
で
あ
り
、
嫁
し
て
妻

と
な
り
、
子
を
生
ん
で
母
と
な
る
。

封
建

の
礼
教
は
ず

っ
と
女
性

の
賢
と
良

と

を
重

ん
じ

て
き
た
。
「賢
妻
」
と

「良
母
」
と
は
社
会
と
家
庭

の
女
性
に
対
す

る
最
高

の
要
求

で
あ

っ
た
。

い
わ

ゆ
る
賢
妻
と
は
、
温
和
従
順
に
し
て
、
己
に
克
ち
て
夫
に
仕
え
、
三
従
四
徳
を

謹

ん
で
守
り
、
夫
の
た
め
に
す
べ
て
を
さ
さ
げ
る
こ
と
を
知
る
女
人
の
こ
と
で

あ

る
。

い
わ
ゆ
る
良
母

に
つ
い
て
は
、
『列
女
伝
』

の
作
者
、
劉
向

は
次

の
よ

う
に
言

っ
て
い
る
。

行
為
儀
表
、
言
則
中
儀
、
胎
養
子
孫
、
以
漸
教
化
、
既
成
其
徳
、
致
期

　
ユ

　

功
業
。

(行
為
に
は
威
儀
が
あ
り
、
こ
と
ぽ

に
は
礼
儀
正
し
さ
が
あ
り
、
子
孫
を

孕
ん
で
養

い
、
漸
次
に
こ
れ
を
教
え
、
ま
た
そ
の
徳
を
な
し
、

つ
く
し
て

功
業
を
期
す
る
。
)

劉
向

は
主
と
し
て
家
庭
教
育

の
角
度
か
ら
、
母
親
に
子
女
の
処
世

の
模
範
を

求
め
て
い
る

一
方
、
子
女
養
育
任
務

の
負
担
を
求
め
て
い
る
。
中
国
歴
史

の
中

で
ほ
と
ん
ど
の
家
庭

で
語
り

つ
が
れ
て
き
た

「岳
母
刺
字
」

(南
宋
岳
飛
の
母
が
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岳
飛
出
征
の
と
き
背
中
に

「精
忠
報
国
」
の
文
字
を
刺
青
し
た
故
事
)、
「孟
母
三

遷
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事

の
主
人
公
で
あ
る
岳
母
、
孟
母
は
と
り
も
な
お

さ
ず
良
母

の
曲
ハ型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
妻
ま
た
は
母
親
た
る
も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て

「
賢
」
と

「良
」
で
あ

っ
て
、
「学
」
と
は
縁
が
な
い
。
封
建
時
代
、
中
国
の
男

子
は
教
育
を
受
け
る
権
利
を
も
ち
、
科
挙

の
試
験
を
と
お
れ
ば
、
「学
而
優
則

仕
」

(学
ん
で
優
な
ら
ば
す
な
わ
ち
仕
う
)
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
女

子
教
育

は
軽
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
女
性

の
も

っ
と
も
重
要
な
本
分
は
服

従

で
あ

っ
た
。
「
服
従
」

に
と

っ
て

「才
」

は
問
題

に
な
ら
な
い
、
才
能
が
あ

れ
ば
か
え

っ
て
そ
の
本
分
は
守
れ
な
い
と
認

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
女

性

に
は
知
識
を
学
ぶ
必
要
は
根
本
的
に
は
な

く
、
「女
子
無
才
便
是
徳
」
(女
子

才
が
無
け
れ
ば
す
な
わ
ち
徳
)
で
あ
り
、
「婦
人
識
字
多
誨
淫
」
(婦
人
の
識
字
は

淫
に
傾
く
)
と
い
う

の
が
、
封
建
社
会

の
女

性
の
道
徳

を
評
価
す

る
基
準
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
教
養

の
方
向
を
決

め
た
の
で
あ
る
。
人
々

の
心
中
で
は
女
徳

は
女
才
よ
り
は
遥
か
に
重

い
。
班
昭
が

『女
誠
』
の
な
か
で

「婦
徳
、
不
必
才
明
絶
異
也
」
と
い

っ
た
の
は
、
女
子

に
は
す
ぐ
れ
た
学
問
、

知
識
は
必
要

で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
社
会
と
世
論
の
尊
重

す
る
ど
こ
ろ
は
、
婦
道
を
謹
ん
で
守
る
節
婦

で
な
け
れ
ぽ
、
貞
節
を
命
と
す
る

烈
女
で
あ

っ
た
。
女
性

の
識
字

の
主
張
も
あ

る
に
は
あ

っ
た
が
、
限
度
が
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
家
を
切
り
回
せ
れ
ば
十
分
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
上
は
か
え

っ
て

面
倒
を
引
き
起
す
と
い
う
の
だ
。
た
と
え
ば
、
『温
氏
母
訓
』
に
は
、

婦
女
只
許
粗
識
柴
米
魚
肉
数
百
字
、
多
識
、
无
益
而
有
損
也
。

(女
性
は
、
薪
と
米
と
魚
と
肉
な
ど
数
百
字
を
ざ

っ
と
知

っ
て
い
れ
ば
い
い
。

多
く
知
る
こ
と
は
無
益
な
ば
か
り
か
損
失
だ
。
)

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
清

の
内
閣
学
士
、
徐
輔
も
家
人
と
子
孫
を
教
育
す
る

『庭
訓
』
の
な
か
で
、

女
子
通
文
識
字
而
能
明
大
義
者
、
固
為
賢
徳
、
然
不
可
多
得
。
其
他
便

喜
看
曲
本
小
説
、
挑
動
邪
心
、
甚
至
舞
文
弄
法
、
做
出
无
恥
丑
事
、
反
不

　
　

　

如

不

識

字

、

守

拙

安

分

之

為

愈

也

。

(女

子

は
文

が
読

め
て
字
が

分

か

り
道

理

を
わ

き

ま
え

る

と

い
う

の
は
、
も

ち

ろ

ん
賢

徳

で
あ

る
け

れ
ど

、

こ

の
よ
う

な
女

子

は
多

く

な

い
。

ほ

か

の
人

は
、

戯

曲

小
説

を
読

み
散

ら

し

て
邪

心

を
引

き
起

し
、

は
な

は
だ

し

く

は
文

を
振

り

回

し
法
を

も

て
あ

そ
び
、

恥
知

ら
ず

で
ろ
く

で
も
な

い
こ
と

を

し

で

か
す

よ
り

は
、
字

を

知

ら
な

い
ま

ま
、

で
し

ゃ
ば

ら
ず

に
、
分

に
安

ん
じ

て

い

る
だ

け
ま

し
だ

。
)

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
旧
中
国
で
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど

の
労
働
婦
人
が
目
に

一
丁
字
な
き
文
盲
な
の
で
あ
り
、
多
数

の
貴
族
の
女
子
も

字
を
知
ら
な
か

っ
た
。
『紅
楼
夢
』

の
あ
の

「機
関
算
尽
太
聡
明
」
(あ
ら
ゆ
る
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学と不学のちがい

手
練
手
管
を
つ
か
う
)
の
鳳
姐
も
字
は
あ
ま

り
分
か
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
中
国
封
建
社
会
が
絶
対
的
に
女
子
教
育
を
排
斥
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

貴
族

の
家
庭
と
読
書
人
の
家
庭

で
は
女
子
も
識
字
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も

『蒋
氏
家
訓
』
に
も
い
う
よ
う

に
、
「
女
子
但
令
識
字
、
教
之
孝
行

礼
儀
、
不
必
多
読
書
」
(女
子
に
字
を
覚
え
さ
せ
る
の
は
孝
行
礼
節
を
教
・兄
る
た
め

　
ヨ

　

で
あ
っ
て
、
学
問
を
多
く
す
る
必
要
は
な
い
)

の
で
あ
り
、
ま
た
、
か
な
ら
ず
儒

家

の
女
子
用
教
訓
書
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

中
国
封
建
社
会

の
女
子
三
教
育
は
、
儒
学
を
尊
び
、
「
三
従
四
徳
」
を
基
本
的

な
要
求
と
し
、
礼
を
最
高
目
標
と
し
た
。
前

漢
の
劉
向
が

『列
女
伝
』
を
書
い

て
以
来
、
『女
誠
』
、
『女
孝
経
』
、
『女
論
語

』、
『女
範
捷
録
』
な
ど
さ
ま
ざ

ま

な
著
作
が
登
場
し
た
。
も
し
女
子
用
教
訓
書

の
内
容

の
広
さ
、
数

の
膨
大
さ
、

要
求

の
過
酷
さ
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
中
国
は
世
界

一
と
い
え
よ
う
。

い
う
ま
で

も
な
く
、
こ
う
し
た
女
子
教
育
は
、
女
性
に
社
会
を
知
ら
し
め
社
会
改
造
を
進

め
る
の
で
は
な
く
、
彼
女
ら

に
婦
礼
と
婦
道

と
を
わ
か
ら
せ
、
自
覚
的

に

コ
ニ

従
四
徳
」
を
行
な
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

日
本
も
、
儒
家
文
化
の
影
響
を
受
け
た
国

で
あ
る
。
中
国
儒
家

の
典
籍

は
は

や
く
も
大
和
時
代

に
は
日
本

に
伝
え
ら
れ
た
。
律
令
時
代
、
日
本
は
中
国
の
法

律
を
模
倣
し
て
礼
婚
、
「七
出
」

(離
婚
の
七

つ
の
理
由
。
無
子
、
淫
吝
、
不
事
舅

姑
、
口
舌
、
盗
窃
、
妬
忌
、
悪
疾
)
、
夫
婦
同
財
な
ど
の
法
律
条
文
を
制
定

し
た
。

朝
廷

は
、
地
方
官

に
随
時

「孝
子
」
「貞
婦
」
を
奏
聞
さ
せ
、
こ
れ
を
表
彰

し

た
。
こ
れ
ら
の
や
り
方
か
ら
す
れ
ぽ
男
尊
女
卑

の
道
徳
観
念
は
す
で
に
日
本
に

入

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
母
権
制

の
な
ご
り
が
強
く
存
在
し
、

招
婿
婚

の
盛
ん
だ

っ
た
日
本
社
会

で
は
、
父
権
と
夫
権
を
中
心
と
す
る
儒
家
の

女
性
観

は
、
ほ
ん
と
う
の
役
割
を
発
揮
す
る
ま
で
に
は
遥
か
に
い
た
ら
な
か
っ

た
。
幕
府
時
代
に
な
る
と
、
と
く
に
十
四
世
紀
以
降
に
は
い
っ
て
、
封
建
秩
序

が
か
た
ま
り
、
嫁
娶
婚
が
発
展
す
る
に

つ
れ
、
儒
家

の
女
性
観

の
核
心

「
三
従
四
徳
」
は
よ
う
や
く
日
本
女
性

の
生
活
準
則
と
な

っ
た
。
江
戸
時
代

は

日
本

の
儒
学
発
展

の
高
峰
で
あ
り
、
日
本
女
性
が
最
も
厳
し
い
圧
迫
を
受
け
た

時
期

で
あ
る
。
当
時
広
く
流
行
し
た
女
訓
書

『女
大
学
』
は
、
男
尊
女
卑

の
観

点
を
遺
憾
な
く
表
し
て
い
る
。

凡
婦
人

の
心
様
の
悪
き
病

は
、
和
ぎ
順
ざ
る
と
、
怒
恨
る
と
、
人
を
謗

る
と
、
物
妬
と
、
知
恵
浅
き
と
な
り
。
此
五
疾
は
、
十
人
に
七
八
は
必
あ

り
。
是
婦
人

の
男
に
及
ば
ざ

る
所
な
り
。
…
…

女
は
陰
性
な
り
。
陰
は
夜

に
て
暗
し
。
所
以
女
は
男

に
比
る
に
、
愚
に

て
目
前
な
る
可
然
こ
と
を
も
知
ら
ず
。
…
…
子
を
育

つ
れ
共
、
愛

に
溺
れ

　
を

　

て
習
は
せ
悪
し
。
斯
愚
な
る
故
に
、
何
事
も
我
身
を
謙

て
、
夫
に
従
べ
し
。

こ
の
た
め
、
女
子
は
か
な
ら
ず
夫
を
以
て
天
と
な
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
女
性
蔑
視

の
観
念
は
、
中
国
と
比
べ
て
み
て
も
、
あ
ま
り
差
が
な
い

と

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
が
中
国
儒
家

の
女
性
蔑
視
思
想
を
受
け
入
れ
、
女
性
を
圧
迫
し
た
と
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い
う
点

で
は
中
国
と
同
じ
道
筋
を
た
ど

っ
た
が
、
「女
子
才
が
無
け
れ
ば
す
な

わ
ち
徳
」
と
い
う
観
念
は
日
本
に
定
着
し
な

か

っ
た
。
男
尊
女
卑

の
思
想
が
ま

だ
支
配
的
地
位
を
確
立
し
て
い
な
か

っ
た
平
安
時
代

で
、
貴
族
社
会
内
に
す
で

に
女
子
を
幼
少

の
と
き
か
ら
教
育
す
る
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
貴
族
た
ち

は
権
力
争

い
の
な
か
で
、
権
門
に
取
り
入
り
、
出
世
の
た
め
の
道
旦
ハと
し
て
娘

を
利
用
す
る
の
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
女
子

に
才
能
や
学
問
が
あ
れ
ぽ
、
手
立

て
は
そ
れ
だ
げ
多
く
な
る
と
い
う
も

の
だ
。

こ
う
し
た
動
機
が
、
純
粋
な
女
子

教
育
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
多
く
の
才
覚
あ
ふ
れ
る
女
性
を
生
み
出
し
た
。

藤
原
道
綱

の
母
、
清
少
納
言
、
赤
染
衛
門
、
和
泉
式
部
、
紫
式
部
な
ど

の
著
名

な
女
性
作
家
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
当
時

の
文
学
領
域
で
重
要
な
地
位
を

占

め
て
い
た
。
と
く
に
紫
式
部
の

『源
氏
物
語
』
は
、
日
本
古
典
文
学
創
作

の

頂
点
に
至

っ
た
。
注
目

に
値
す
る
の
は
、
仮
名
と
い
う
日
本
独
特

の
文
字
で
、

こ
れ
は
ま
さ
し
く
女
性

に
よ

っ
て
創
造
さ
れ
発
展
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
平

安
時
代
に
女
性
が
日
本
文
化
に
貢
献
し
た
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
。

武
家
社
会
も
貴
族
社
会
と
大
体
同
じ
よ
う
な
も

の
で
、
識
字

で
き
る
か
否
か
は

女
子

の
嫁
入
り
の
資
格
と
も
な
り
、
身
分
と
地
位

の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
で
も
あ

っ

た
。江

戸
時
代

に
入
る
と
、
商
品
経
済

の
発
展

と
洋
学
の
導
入

に
と
も
な
い
、
識

字
と
学
問
と
を
必
要
視
す
る
人
は
た
え
ず
増
加
し
た
。
教
育
を
受
け
る
の
は
貴

族
と
武
家
だ
け
の
特
権
と
い
う
状
況

に
も
変
化
が
現
れ
た
。
各
地
に
平
民
の
学

校

寺
子
屋
、
塾
が

つ
ぎ

つ
ぎ
と
生
ま
れ
、
平
民
の
女
子
も
こ
れ
に
よ

っ
て

教
育
を
受
け
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
女
子
教
育

の
お
も
な
目
的
が

知
識
の
啓
発

に
は
な
く
、
婦
徳
の
涵
養

に
あ

っ
た
と
は
い
え
、
藩
学
と
寺
子
屋

な
ど
で
、

一
一
〇
〇
種
に
近
い

「往
来
物
」
の
学
習
を
通
し
て
、
幕
末
ま
で
に
、

　
ら

　

す
で
に
女
子
の

一
五
%
が
読
み
書
き

で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
江
戸
時
代

の
日
本
女
性

の
地
位
は
徹
底
し
て
貶
め
ら
れ
、
女
性
蔑
視
の
観
念

は
頂
点
に
達

し
て
い
た
と
は
い
う
も

の
の
、
女
子
教
育

は
あ
る
程
度
に
奨
励
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ぽ
十
七
世
紀
中
葉

に
成

る

『女
式
目
』
(作
者
不
詳
)
は
、

つ
ま

バ
　

　

り

つ
ぎ

の
よ

う

に
説

い
て

い

る

の

で
あ

る
。

女
子
は
た
か
き
ひ
き

〉
に
よ
ら
ず
、
い
つ
れ
の
芸
を
た
し
な
む
ま
じ
き

と

い
ふ
事

は
な
け
れ
ど
も
、
中

に
も
ま
つ
手
を
な
ら
ひ
、
物

か
き
給
ふ
べ

き
事
な
り
、
此
み
ち
に
く
ら
け
れ
ぽ
、
そ
の
身

一
生

の
あ

い
だ
、
よ
き
事

も
し
ら
ず
、
あ
し
き
事
を
も
わ
き
ま

へ
ず
、
又
は
お
も
し
ろ
き
と
思
ふ
心

も
な
く
て
、
な
ぐ
さ
む
と
い
ふ
事

は
あ
る
ま
じ
、
こ
と
に
商
人
の
女
房
な

ど
は
、
第

一
の
や
う
に
た
つ
こ
と
な
り
…
…

元
禄
年
間

に
成

っ
た
女
訓

『唐
錦
』
(作
者
は
成
瀬
維
佐
子
)
は
、
ま
さ
し
く

「学
範
」
の
筆
頭
に
数
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

一
連

の
中
国
と
日
本

の
女
訓
と

文
学
曲
ハ籍

の
な
か
か
ら
女
子
の
学
ぶ
べ
き
書
目
を
列
挙
し
、
作
者
が
女
性

に
対

し
て
知
識
教
養
面
で
そ
の
長
所
を
伸
ば
す
よ
う
希
望
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
た
。
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学と不学のちがい

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
た
と
え
女
性

が
圧
迫
を
受
け
て
い
た
時
代

に
お

い
て
も
、
日
本
人
が
女
性

の

「識
文
断
字
」

(字
が
読
め
て
、
意
味
も
分
か
る
)

を
提
唱
し
て
い
て
、
知
識
と
文
字
を
掌
握
す
る
こ
と
は
そ
の
人

の
一
生

の
損
得

に
か
か
わ
る
こ
と
を
女
性
に
分

か
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
日

本

の
女
訓
の
集
大
成
で
あ
る

『女
大
学
』
は

「知
恵
浅
き
こ
と
」
を
女

の
五

つ

の

「
病
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も

「知
恵
」
の
深
浅
が
日
本
人

の
女
性
を
見
る
基
準
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

中
国
の

「知
文
字
乃
為
淫
之
始
」

(文
字
を
知
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
淫
の
始
め
)

と
い
う
見
方
と
は
、
は
っ
き
り
と
異
な
る
。

こ
こ
か
ら
単
純
に
中
国
は
女
子

の

徳
を
重
ん
じ
、
日
本
は
女
子
の
才
を
重
ん
じ

た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が

で
き
な

い
の
は
当
然

で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
比
較
す
れ
ぽ
、
封
建
時
代
の
日
本

の
女
子
教
育

の
基
礎
と
伝
統

は
た
し
か
に
中
国
よ
り
は
優
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

二

近
代
に
お
け
る
日
本

の
良
妻
賢
母
主
義

に
よ
る
女
子
教
育

近
代
以
来
、
日
本
資
本
主
義
経
済

の
迅
速
な
発
展
と

「文
明
開
化
」
運
動
は
、

家
庭
生
活
と
人
々
の
思
想
観
念

に
巨
大
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
紡
織
工
業

の

優
先
的
発
展
は
、
多
く

の
士
族
と
農
家

の
娘
を
近
代
産
業
労
働
者

の
隊
列
に
組

み
入
れ
た
。
と
く
に
、
近
代
教
育

の
普
及
は
ひ
と
び
と
の
知
識
を
増
や
し
、
視

野
を
広
げ
さ
せ
た
。
女
性

の
人
格
を
完
全
に
無
視
し
た
封
建
社
会

の
伝
統
道
徳

は
、
新
し
い
社
会
現
実

に
遥
か
に
立
ち
遅
れ

た
も

の
と
な
り
、
女
性
観
も
ま
た

こ
れ
に
し
た
が

っ
て
変
化
を
生
じ
た
。
近
代
社
会

の
理
想
的
な
女
性
は
、
も
は

や
無
知
蒙
昧
で
夫
と
舅
姑
に
従
順

で
あ
る
い
い
妻
い
い
嫁
と
い
う

の
で
は
な
く
、

知
識
を
持
ち
、
か
つ
ま
た
婦
道
を
守

る

「良
妻
賢
母
」
と
い
う
も
の
に
変
わ

っ

た
。
そ
し
て

「良
妻
賢
母
」

の
女
性
観
は
ま
ず
女
子
教
育

の
理
念
と
し
て
提
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

幕
末
日
本
の
女
子
教
育

の
普
及
程
度
は
、
同
時
期

の
中
国
お
よ
び
そ
の
他
の

ア
ジ
ア
の
国
よ
り
は
か
な
り
高
か

っ
た
が
、
欧
米
資
本
主
義
国
家
と
の
比
較
に

お
い
て
は
ま
だ
お
お
い
に
低
か

っ
た
。
そ
の
教
育
内
容
、
教
育
制
度
、
学
校
の

数
は

「文
明
開
化
」

の
潮
流

に
間

に
合
わ
な
い
ぼ

か
り
か
、
「富
国
強
兵
」
と

い
う
明
治
維
新

の
全
体
的
目
標

に
も
、
と
う
て
い
対
応

で
き
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

一
八
七

一
年
、
岩
倉
使
節
団
は
欧
米
の
視
察
を
行
な

っ
た
の
ち
、
自
国

教
育

の
立
ち
遅
れ
と
人
材
育
成

の
重
要
性
を
痛
感
し
た
。

こ
の
た
め
に
、
明
治

政
府

は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
資
本
主
義
教
育
制
度
を
積
極
的

に
導
入
し
、
教
育
改
革
を

実
行

し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
封
建
文
化
を
改
造
し
、
資
本
主
義

の
精
神
的
文
明
を

打
ち
立
て
た
。

一
八
七
〇
年
代

か
ら
、
小
学
校

・
中
学
校

・
大
学

の
近
代
学
校

体
系

の
樹
立

に
着
手
し
、
四
〇
年
足
ら
ず

の
あ
い
だ

に
、
初
等
教
育
を
普
及
さ

せ
、
同
時

に
中
等

・
高
等
教
育
も
発
展
さ
せ
た
。

一
九

一
〇
年

に
は
、
小
学

校

・
中
学
校

・
高
等
学
校

の
在
学
者
数
は
、
人
口
比
率

に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
に

　
フ

　

及
ぼ
な
い
も

の
の
、
ア
メ
リ
カ
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
教
育

の
普
及
と
女
子
教
育
の
普
及
は
、
相
携
え
る
か
た
ち
で
同
時
に
進

行
し
た
。
明
治
維
新
後
、
文
明
開
化
運
動

の
影
響

に
よ

っ
て
、
人
々
は
徐
々
に

女
子
教
育

の
進
行
、
母
親

の
素
養
向
上

の
重
要
性
を
認
識
し
は
じ
め
た
。

一
八
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七
二
年
、
文
部
省
は

『学
制
』
発
布

の
た

め
に
制
定
し
た

「当
今
着
手

の
順

序
」
の
な
か
で
明
確

に
指
摘
し
て
い
る
。
「
人
子
学
問

ノ
端
緒

ヲ
開
キ
、
其

ノ

以
テ
物
理

ヲ
弁

フ
ル
ユ
ヱ
ソ
ノ
モ
ノ
、
母
親
教
育

ノ
力
多

キ

ニ
居

ル
、
故

二
博

ク

一
般
ヲ
論
ズ
レ
バ
、
其
子
ノ
才
不
才
其
母

ノ
賢
不
賢

ニ
ョ
リ
」
。
そ
れ
ゆ
え
、

「従
来
女
子
不
学

ノ
弊

ヲ
洗

ヒ
、
之

ヲ
学
パ

シ
ム
ル
事
、
務

テ
男
子
ト
並
行

セ

　
お

　

シ
メ
ソ
ヲ
期

ス
」。

啓
蒙
思
想
家
は
儒
家

の
女
子
道
徳
を
批
判
し
て
、
男
子
と
平
等
な
権
利
を
も

ち
、
子
女
の
教
育
面
で
は
す

こ
ぶ
る
見
識

の
あ
る
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
を
理

想
と
す
る
母
親

の
イ
メ
ー
ジ
を
提
起
し
、
そ
れ
を
も

っ
て
人
格
上
は
夫
と
平
等

で
あ
り
、
子
女

の
教
育
を
す
る
に
は
十
分
な
教
養
と
知
性
を
も

っ
た
母
親
を
養

成
す
る
こ
と
が
社
会
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

一
八
七
五

年
、
中
村
正
直
は
、
『明
六
雑
誌
』
上
で

「
善
良
ナ
ル
母

ヲ
造

ル
説
」
と

い
う

文
章
を
発
表
し
、
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

吾
輩

ハ
先
天
ノ
教
育

ノ
滋
養
足
ラ
ズ
、
中
年
碌
々
志
業
成
リ
難

ク
、
窮
廬

二
悲
嘆

シ
、
欧
米
ノ
開
明
ヲ
羨
ヤ
ム
ノ
ミ
。
何
ト
ゾ
吾
輩
ノ
雲
仍

ハ
善
キ

母
ノ
教
養

ヲ
受
サ
セ
度
深
望

ノ
至

二
堪

ヌ
ナ
リ
。
扨
善

キ
母

ヲ
造

ラ
ン
ニ

ハ
女
子

ヲ
教

ル
ニ
如
カ
ズ
。

中
村
正
直

は
、
な
お
、
「善
良
ナ

ル
母

ヲ
造

ル
」
た
め
に
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
女
子
は
男
子
と
同
じ
よ
う
に
教
育
を
受
け
、
共
同

の
進
歩
を
実
現
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
自
ら
同
人
社
女
学
校
を
創
設
し
、
J

・

ミ

ル
の

『男
女
同
権
論
』
、

ス
ペ
ソ
サ
ー
の

『教
育
論
』、
ギ
ゾ
ー
の

『文
明

史
』
を
教
材
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
う

一
人
の
啓
蒙
思
想
家

の
森
有
礼
は
、
女
子
教
育
思
想
を
さ
ら
に

一
歩
進

め
た
。
彼
は
早
く
も

一
八
七
四
年

に
、
「妻
妾
論
」
の
な
か
に
お
い
て
母
親

の

子
女

に
対
す
る
教
育

の
重
要
性
を
説

い
て
い
る
。
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蓋

シ
ソ
ノ
子
ノ
精
神
心
術

ノ
善
悪

ハ
大
抵

ソ
ノ
母

二
似

ル
モ
ノ
ナ
リ
。

ソ
ノ
子
後
来

ノ
嗜
好
癖
習

二
至

ル
マ
デ

ソ
ノ
母

二
似

ル
モ
ノ
多

シ
。
然

ル

ト
キ

ハ
人
民
ヲ
シ
テ
善
キ
情
態
風
俗

二
変
ジ
開
明

ノ
域

二
進

マ
シ
メ
ン

ニ

ハ
善
キ
母

ヲ
得
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
絶
好

ノ
母
ヲ
得

レ
バ
絶
好

ノ
子
ヲ
得
ベ

ク
、
後
来
吾
輩
ノ
雲
仍

二
至
ラ
バ
日
本

ハ
絶
好

ノ
国
ト
ナ
ル
ベ
ク
、
修
身

敬
神
ノ
教

モ
受
ク
ル
人
民
ト
ナ
ル
ベ
ク
、
技
芸
学
術

ノ
教

モ
受

ク
ル
人
民

ト
ナ
ル
ベ
ク
、
智
識
上
進
心
術
善
良
品
行
高
尚
ナ
ル
人
民
ト
ナ
ル
ベ
シ
。

女
子

ハ
素
ト
情

二
富
ミ
愛
淵
深
キ
者

ナ
リ
、
然

ル
ニ
少
年
学
.ハ
ズ
、
既

二
母
ト
成
リ
子
ヲ
育

ス
ル
ニ
方

リ
テ
其
愛
力
ヲ
利
用

ス
ル
ノ
法

ヲ
知

ラ
ズ
、

屡
子
ヲ
其
淵

二
溺
ラ
ス
者

ア
リ
。
故

二
女
子

ハ
先
ヅ
学
術
物
理

ノ
大
体
ヲ

得
、
其
智
界

ヲ
大

ニ
シ
テ
能

ク
其
愛
財

ノ
用
法
ヲ
通
知

セ
ザ

ル
可

ラ
ズ
。

然

レ
バ
則
其
深
淵
ノ
愛
愈
加

リ
、
之

二
従

フ
所
ノ
徳
沢
愈
大
ナ
ル
ヲ
得
ベ

シ

。



学 と不学のちがい

一
八
八
五
年
、
森
有
礼
は
文
部
大
臣

に
就
任
し
、
さ
ら
に
女
子
教
育

の
重
要

性
を
強
調
し
た
。

一
八
八
七
年
、
彼
が
岐
阜

県
の
教
育
状
況
を
視
察
し
た
と
き

の
演
説

で
は
、
女
子
教
育

の
振
興
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

女
子
教
育
の
主
眼
と
す
る
所
を
要
言

せ
ぽ
、
人
の
良
妻
と
な
り
賢
母
と

な
り

一
家
を
整
理
し
子
弟
を
薫
陶
す
る
に
足
る
の
気
質
才
能
を
養
成
す
る

に
在
り
。
女
子
教
育

に
し
て
宜
し
き
を
得
ざ
る
間
は
教
育

の
全
体
鞏
固
な

ら
ざ
る
な
り
。
国
家
富
強
の
根
本
は
教
育
に
在
り
。
教
育

の
根
本
は
女
子

教
育

に
在
り
。
女
子
教
育
の
挙
否
は
国
家

の
安
危

に
関
係
す
る
を
忘
る
べ

　
　

　

か

ら
ず

。

こ
こ
に
お
い
て
森
有
礼

は
国
家

の
繁
栄
富
強
を
実
現
す
る
観
点

か
ら
女
子
教

育
を
認
識
し
、
教
育

の
対
象
を

「
国
民
と
し
て
の
女
性
」
と
し
て
、
実
際

に
は

教
育
に
お
け
る
男
女
平
等
思
想
を
体
現
し
、
女
子
教
育

の
社
会
的
役
割
を
強
調

し
た
。
こ
こ
か
ら
そ
の
進
歩
的
な
意
義
は
容
易

に
よ
み
と
れ
る
。
森
有
礼
は
中

村
正
直

の

「善
良
ナ
ル
母

ヲ
造

ル
説
」
を
発
展
さ
せ
、
「良
妻
」
と

「賢
母
」

を
育
成
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
中
村
正
直
の

「善
良

ナ
ル
母

ヲ
造

ル

説
」
と
森
有
礼

の

「良
妻
」
と

「賢
母
」

の
育
成
と
い
う
女
子
教
育
観
は
、
近

代

の
新
し
い
女
性
観
、
す
な
わ
ち

「良
妻
賢

母
論
」

の
起
源
で
あ
る
。
し
か
し
、

啓
蒙
思
想
家
が
女
子
教
育
理
念
を
提
起
し
た

の
は
、
日
本
近
代
教
育
が
よ
う
や

く
興
り
始
め
た
時
期

に
あ
た
り
、
そ
の
基
礎

は
、
わ
ず
か
に
裁
縫
や
生
け
花
を

学
ぶ
た
ぐ
い
の
技
芸
と
簡
単
な
習
字
を
す
る
藩
学
や
寺
子
屋
の
教
育

に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
明
治
前
期
、
科
学
知
識
の
伝
授
を
主
と
す
る
近
代
女
子

教
育

の
発
展
は
か
な
ら
ず
し
も
順
調
で
は
な
か

っ
た
。
政
府
が
督
励
と
提
唱
に

力
を
そ
そ
い
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
八
七
六
年
、
全
国
に
設
置
さ
れ
た
二
万

三
千
余

ヵ
所

の
小
学
校
で
の
女
子
の
就
学
率

は
わ
ず
か
に
二

一
%
で
あ
り
、
地

理
的

に
辺
鄙
で
、
経
済
的

に
立
ち
遅
れ
た
秋
田
、
青
森
、
宮
城
、
長
崎
な
ど

の

　り
　

県

に
至

っ
て
は

一
〇
%
以
下
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
、
多
く

の
少
女
は
儒
教
女
訓
を
教
え
る
民
間

の
私
塾
に
入
学
し
た
。
女
子
中
等
教
育
も

教
会
学
校
を
中
心
と
す
る
私
立
学
校
に
と
ど
ま

っ
た
。
啓
蒙
思
想
家

の
提
起
し

た

「良
妻
賢
母
」
論
は
理
想
主
義

の
色
彩
を
持

つ
も
の
で
、
し
か
も
子
女

の
教

育

の
観
点
か
ら
女
子
教
育
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
産
業
革
命

後

の
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
階
級
の
女
子
教
育
論
を
日
本

に
持
ち
込
み
、

世
人
に
女
子
教
育

の
必
要
性
を
説

い
た
の
は
、
啓
蒙
思
想
家

の
重
要
な
貢
献

で

あ
る
。
封
建
時
代

の
女
性
を

「腹
は
借
り
物
」
と
す
る
見
方
か
ら
近
代

の

「
教

育
す
る
母
親
」

へ
の
到
達

は
、
日
本

の
女
性
観
が
明
ら
か
に
変
化
を
遂
げ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

一
八
九
四
年
、
日
本

は
日
清
戦
争

に
勝
利
を
お
さ
め
た
。
女
子
教
育
は
こ
れ

か
ら
迅
速
発
展

の
時
代

に
入
る
。
そ
の
原
因

の

一
面
は
、
当
時
の
社
会
が

一
般

的
に
、
日
清
両
国

の
教
育
普
及

の
格
差
が
ま
さ
し
く
日
本
が
勝
利
し
た
原
因
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
認

め
、
現
実
的

に
女
子
教
育

の
必
要
性
が
さ
ら
に
認
識
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
他
面
、
戦
争

の
勝
利
は
日
本

の
産
業
革
命

の
発
展
を
刺
激
し
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た
。
女
子

の
就
業
機
会
も
大

い
に
拡
大
し
、

社
会
は
教
養

の
あ
る
女
性
を
必
要

と
し
た
。
文
部
省
編
集
の

『学
制
百
年
史
』

の
統
計
に
よ
る
と
、

一
八
九
七
年
、

女
子
の
小
学
校
入
学
率
は
五
〇
%
を
こ
え
、

一
九
〇
〇
年

に
は
七

一
・
七
%
に

到
達
し
た
。
小
学
校

の
入
学
率
が
高
ま

っ
た

こ
と
は
、

い
っ
そ
う
上
級

の
学
習

を
希
望
す
る
も

の
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
等
教
育
の
発
展
は
必
然

の
勢

い
と
な

っ
た
。

一
八
九
九
年

二
月
、
勅
令
と
し
て

「高
等
女
学
校
令
」
を

公
布
し
た
。

こ
の

「高
等
女
学
校
令
」

に
よ
れ
ば
、
「高
等
女
学
校

は
女
子
に

須
要
な
る
高
等
普
通
教
育
を
施
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
四
年
制

の
女
学
校

と
し
、
そ

の
対
象
は
高
等
小
学
校
二
年
卒
業

の
学
生
と
さ
れ
た
。
コ
咼
等
女
学

校
令
」
は
、
ま
た

一
九
〇
三
年
ま
で
に
各
県

は
少
な
く
と
も

一
ヵ
所
高
等
女
学

校
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
当
時

の
文
部
大
臣
、
樺
山
資
紀
は

地
方
視
学
官
会
議
で
中
等
女
子
教
育
発
展

の
目
的
を
詳
細
に
説

い
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、健

全
ナ
ル
中
等
社
会

ハ
独
リ
男
子
ノ
教
育

ヲ
以
テ
養
成

シ
得
ベ
キ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
。
賢
母
良
妻
ト
相
俟

チ
テ
善

ク
其
家
を
斉

へ
始

メ
テ
以
テ
社
会

ノ
福
利

ヲ
増
進

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。
故

二
女
子
教
育

ノ
不
振

ハ
現
今
教

育
上

ノ

一
大
欠
典

上
言

ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
…
…
高
等
女
学
校

ノ
教
育

ハ
、

其
生
徒

ヲ
シ
テ
他
日
中
人
以
上

ノ
家

二
嫁

シ
、
賢
母
良
妻

タ
ラ
シ
ム
ル
ノ

素
養

ヲ
為

ス
ニ
在
リ
。
故

二
優
美
高
尚

ナ
気
風
、
温
良
貞
淑
ノ
資
性

ヲ
涵

養

ス
ル
ト
倶

二
、
中
人
以
上

ノ
生
活

二
必
須

ナ
ル
学
術
技
芸

ヲ
知
得

セ
シ

　
　

　

メ

ン

コ

ト

ヲ
要

ス

。

後
任
の
文
部
大
臣
、
菊
池
大
麓
も
女
子
中
等
教
育
を
重
要
な
任
務
と
し
て
推

進
し
た
。

一
九
〇
二
年
、
菊
池
は
高
等
女
学
校
校
長
会
議
で
行
な
っ
た
演
説
の

　ね
　

な

か

で

、

さ

ら

に

こ

れ

を

明

確

に

し

た
。

良
妻
賢
母
た
る
の
が
女
子
の
天
職
で
あ
る
。
而
し
て
家
庭

の
主
婦
た
る

こ
と
は
頗
る
大
切
な
る
職
分
で
あ
り
ま
す
。
善
良
な
る
国
民
を
造
ら
う
と

思

へ
ぽ
、
先
づ
其
源
た
る
家
庭
が
善
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
善
良
な
る
家
庭

の
多

い
邦
は
栄
え
、
不
良
な
る
家
庭
の
多

い
国
は
衰
ふ
、
即
ち
家
庭
は

一

国

の
根
本
で
あ
る
。
…
…
女
子
教
育
は
主
と
し
て
此

の
天
職
を
充
た
す
為

に
必
要
な
る
教
育
を
授
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

樺
山
資
紀
と
菊
池
大
麓
と
い
う
二
人
の
文
部
大
臣

の
公
開
講
話

は
、
高
等
女

学
校
の
指
導
思
想
と
教
育
目
標
を
説

い
て
、
そ
の
主
旨
を
い

っ
そ
う
明
確
に
し

た
の
で
あ
る
。
男
子

の
み
で
は
国
家

の
発
展

(
い
わ
ゆ
る
中
等
社
会
)
は
実
現

す
べ
く
も
な
く
、
こ
れ
に
相
応
し
た

(す
な
わ
ち

「中
人
以
上
の
生
活
」
と
結
ば

れ
る
)
良
妻
賢
母

の
育
成
が
必
要
で
あ
る
。
「高
等
女
学
校
令
」

の
公
布
は
、

「良
妻
賢
母
」
教
育
が
国
家
公
認

の
教
育
理
念
と
な

っ
た
こ
と
の
指
標
で
あ
り
、

こ
れ
が
女
子
教
育
を
お
お
い
に
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前

の

日
本
社
会
で
は
、
女
子
は

一
般
的
に
十
六
、
七
歳
で
結
婚
を
む
か
え
た
。

の
ち
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学と不学のちがい

に
近
代
教
育
事
業

の
発
展
と
と
も

に
、
高
等
女
学
校
を
終
わ

っ
た
女
子
は
、
女

子
専
門
学
校

に
進
学
し
て
教
育
を
受
け
る
機
会
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
大
多
数

の
女
子
に
と

っ
て
は
、
高
等
女
学
校
が
実
際

上
の
最
終
教
育
…機
関
と
な

っ
た
。

こ
の
法
令
発
布
の

一
八
九
九
年
、
日
本
で
は
全
国
で
た

っ
た
七
県
し
か
県
立
高

等
女
学
校
を
設
立
し
て
い
な
か

っ
た
が
、

一
九
〇
三
年
に
い
た

っ
て
は
、
す
べ

て
の
県
で
高
等
女
学
校
を
設
立
し
、
「高
等
女
学
校
令
」
の
目
標
を
達
成
し
た

の
で
あ

っ
た
。
中
等
家
庭
は
き
そ

っ
て
そ
の
女
子
を
高
等
女
学
校
に
送
り
、
そ

　お
　

の
競
争

は
相
当
激

し
い
も

の
と
な

っ
た
。

一
九
〇

一
年
四
月
号

の

『女
子
の

友
』
は
東
京

の
女
子
教
育

の
盛
況
を
こ
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

本
年
高
等
女
学
校
入
学
志
願
者

の
夥
多
な
り
し
こ
と
は
実

に
驚
く
許
り

に
し
て
、
お
茶
ノ
水

の
女
高
師
附
属
高
女
を
始
め
と
し
て
跡
見
女
学
校
其

の
他
に
し
て
も
既
に
満
員
に
し
て
入
学
を
許
さ
さ
る
こ
と
と
な
り
…
…
。

明
治
政
府

の
良
妻
賢
母
と
い
う
教
育
方
針

の
指
導

の
も
と
で
、
日
本
近
代
女

子
教
育
は
迅
速
な
発
展
を
遂
げ
た
。
か
つ
て
、
中
村
正
直
が

「善
良
ナ
ル
母

ヲ

造

ル
説
」
を
提
起

し
た
時
期

(
一
八
七
五
年
)
は
、
女
子
の
小
学
校
就
学
率
は

わ
ず
か
に

一
八

・
六
%
。
そ
れ
が
、
わ
ず
か
三
十
二
年
間
を
経
過

し
た
だ
け
で
、

六
年
制
義
務
教
育
が
開
始
さ
れ
た

一
九
〇
七
年
に
は
、
女
子

の
小
学
校
入
学
率

は
九
六

・
一
%

(男
子
は
九
八
・
五
%
)
に
達

し
、
ほ
と
ん
ど

の
就
学
適
齢

の

女
子
を
入
学
さ
せ
る
水
準
に
到
達
し
た
。

三

中
国
女
学
発
展
の
困
難
な
歩
み

日
本
は
、
明
治
維
新
後
数
十
年

に
し
て
た
ち
ま
ち
資
本
主
義

の
強
国
に
発
展

し
た
。
開
国
し
て
か
ら
短
期
間

の
う
ち
に
、
中
国
文
化

の
薫
陶
を
受
け
て
き
た

こ
の
東

の
小
さ
な
国

の
急
劇
な
変
貌
が
中
国
人
の
眼
を
開
か
せ
た
の
だ
。
有
識

者
は
日
本

に
つ
い
て
学
び
は
じ
め
、
さ
ら
に
日
本
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
学

　レ
　

ん
だ
。
「
甲
午
受
創
、
漸
知
興
学
」
、
日
清
戦
争
後
、
民
族

の
危
機
が
深
ま
る
と

同
時

に
中
国
の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
は
よ
う
や
く
発
展
し
始

め
、

一
部

の
有
識
者

の
な
か
に

「中
体
西
用
」
(中
国
の
学
問
を
体
と
し
、
西
洋
の
学
問
を
用
と
す
る
)

に
頼

る
だ
け
で
は
中
国
は
救
え
な
い
と
認
識
す
る
人
も

で
て
き
た
。
そ
し
て
彼

ら
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
教
育
制
度
を
学
習
し
始
め
た
。
女
子
も
学
校
教
育
の

対
象
と
さ
れ
、
女
子
教
育
は

一
定
の
発
展
を
み
た
。
し
か
し
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス

は
恐
ろ
し
く
困
難
で
緩
慢
で
あ

っ
た
た
め
、
こ
れ
を
日
本
と
比
べ
た
場
合
、
も

と
も
と
遅
れ
た
上
に
さ
ら
に
そ
の
格
差
は
拡
大
す
る

一
方
で
あ

っ
た
。

第

一
に
、
中
国
近
代
女
子
教
育
の
出
発
が
立
ち
遅
れ
た
こ
と
。

前

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
封
建

の
礼
教
は
、
女
子
が
深
窓
閨
房

に
と
ど
ま
り
、

外
出
し
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
中
国

の
女
子
教
育
は
元
来
軽
視
さ
れ
て

い
た
し
、
し
か
も
家
庭
内

に
お
け
る
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
十
九
世
紀
末
、

こ
の
よ
う
な
女
子
無
学

の
現
状
が
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

婦
女
不
得
入
学
、
以
无
才
為
福
也
、
習
以
不
教
、
不
識
文
字
、
稍
弄
筆
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め
　

墨

、

塗

丹

黄

、

填

韵

語

、

則

号

為

閨

秀

矣

。

(婦

女
、

入
学

す

る
を
得

ず

、
無

才

を
も

っ
て
福

と

し
、
習

は
教

え
ず

、
文
字

を
知

ら
ず
、

わ
ず

か
に
墨

筆

を
も

て
あ

そ

ん

で
、
赤

と

黄

を
塗

り
、

韻
文

を
書

い
て
も
、

す
な

わ
ち
号

し
て
閨
秀

と

す
。
)

十
九
世
紀

の
七
、
八
○
年
代
に
、
日
本
で
中
村
正
直
や
森
有
礼
な
ど

の
啓
蒙

思
想
家
が
、
「善
キ
母

ヲ
造
ラ
ン
ニ
ハ
女
子

ヲ
教

ル
ニ
如
カ
ズ
」、
「国
家
富
強

の
根
本
は
教
育
に
在
り
。
教
育

の
根
本
は
女

子
教
育
に
在
り
」
と
唱
え
た
時
期
、

中
国
で
は
わ
ず
か
に
、
少
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
宣
教
師
が
女
性

キ
リ
ス
ト
教
徒

を
養
成
す
る
た
め
に
女
子
学
校
を
設
置
し
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
中
国
人
に
よ
る

女
子
学
校
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
女
子
教
育

を
提
唱
す
る
人
物
も
ほ
と
ん
ど
い

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
日
清
戦
争

の
失
敗

に
よ
っ
て
、
康
有
為
、
譚

嗣
同
、
梁
啓
超
ら
新
興
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
を
代
表
す
る
改
良
主
義
者
は
、
た
し

か
に

「欲
強
国
必
由
学
校
」
(強
国
を
欲
せ
ぼ
か
な
ら
ず
学
校
に
よ
る
べ
し
)
、

「西
方
全
盛
之
国
、
莫
若
美
、
東
方
新
興
之

国
、
莫
日
本
若
」
(西
方
全
盛

の
国

は
ア
メ
リ
カ
に
若
く
は
な
し
、
東
方
の
新
興
国
は
日
本
に
若
く
は
な
し
)
と
す
る
が
、

こ
の
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が

「女
子
教
育
最
盛
者
」

で
あ
り
、
日

　め
　

本

は

「女
子
教
育
次
盛
者
」
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
認
識
に
到
達
し
て
い
た
。

維
新
の
志
士
た
ち
は
、
中
国
の
積
年

の
弱
体
ぶ
り
が

「
か
な
ら
ず
婦
人
の
不
学

よ
り
始
ま
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
知

っ
て
い
た
。
女
学

の
衰
微

の
結

果
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「母
教
失
、
无
業
衆
、
智
民
少
、
国
之
所
存
者
幸
矣
」

(母

、
教

養

を

失

い
、
無

業

多

く

、
智

民

少

な

く

し

て
、
国

の
存

す

る

は

幸

い
な

る

　レ
　

か
な
)
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
女
子
教
育
を
提
唱
し
、
女
学
を
創
設

す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
、

つ
ぎ

つ
ぎ
と
現
れ
た
の

は
民
弁
と
私
立

の
女
子
教
育
機
関

で
あ

っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
と
き
、
日
本
政

府
は
す
で
に

「高
等
女
学
校
令
」
を
発
布
し
、
良
妻
賢
母

の
女
子
教
育
理
念
を

定
着
さ
せ
、
中
等
女
子
教
育
の
発
展
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら

見
て
、
中
国
の
近
代
女
子
教
育

の
開
始
は
、
日
本
よ
り
遅
れ
る
こ
と
二
〇
数
年

余
り
だ

っ
た
と
言
え
る
。
近
代
中
国
女
子
教
育
事
業

の
歩
み
が
困
難
を
極

め
た

て
ん
そ
く

の
は

一
種

の
特
別
な
障
害

纏
足
に
直
面
し
た
か
ら
で
あ
る
。
纏
足
は
中
国

の

「国
粋
」

で
あ

っ
た
。
起
源
は
五
代
南
唐

の
時

で
、
南
宋
に
い
た
っ
て
社
会

を
風
靡
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
纏
足
は
女
性

の
お
も
な
運
動
器
官
で
あ
る

両
足
を
、
男
が
手
で
も

て
あ
そ
ぶ

「
三
寸
金
蓮
」
に
変
え
て
し
ま

っ
た
。
「酷

刑
」
に
異
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
足
の
小
さ
い
の
が
、
中
国
封
建
社
会

の
女

性
美
、
女
性
有
徳
の
重
要
な
基
準
に
な

っ
た
た
め
に
、
女
性

の
行
動
の
自
由
は

奪
わ
れ
、
半
分
障
害
者
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
家

の
敷
居
を
ま
た
い
で
外
に
出

る
こ
と
が
困
難

に
な

っ
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
学
校

に
行
く
こ
と
が

で
き
よ
う
。

当
時

の
維
新
派
は

「纏
足

一
日
不
変
、
則
女
学

一
日
不
立
」
(纏
足
が

一
日
変
わ

ら
な
け
れ
ば
、
女
学
も

一
日
遅
れ
る
の
だ
)
と
は

っ
き
り
分
か

っ
て
い
た
。
だ
か

ら
お
お
い
に
纏
足
を
止
め
る
よ
う
に
提
唱
し
た
の
だ

っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
、
中

国
近
代
女
子
教
育
の
出
発
は
日
本
に
比
べ
て
遥
か
に
困
難
で
あ

っ
た
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
は
古

い
伝
統
観
念

の
束
縛
に
直
面
し
、
し
か
も
、
ま
ず
は
お
の
れ

の

156



学 と不学のちがい

両
足
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
纏
足

は
近
代
史

の
上
で

ひ
と
び
と
か
ら
強

い
批
判
を
受
け
卑

し
む
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
悪
俗
と
し
て
新
中
国
成
立
直
前
ま
で
依
然
と
し
て
続
い
て
き

て
お
り
、

女
子
教
育
事
業

の
発
展
に
厳
し
い
束
縛
を
加

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
官
弁

の
女
学
校

の
設
立
が
さ
ら

に
遅
れ
た
こ
と
。

日
本
近
代
女
子
教
育
事
業
が
比
較
的
早
く
発
展
し
た
の
は
、
お
も

に
政
府
が

お
お
い
に
推
進
し
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
は
や
く
も
、
中
村
正
直
や
森
有
礼
な

ど
が
良
妻
賢
母
主
義

の
教
育
思
想
を
展
開
す
る
前
に
、
明
治
政
府
は
女
子
教
育

に
注
意
を
払

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
七

一
年
、
明
治
政
府
は
津
田
梅
子
、

永
井
繁
子
な
ど
五
人
の
少
女
を
岩
倉
使
節
団

に
同
行
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学

さ
せ
た
。

一
八
七
二
年
に
発
布
し
た

『学
制
』
の
な
か
で
、
人
民
に

「四
民
平

等
」
の
精
神

に
も
と
つ

い
て
、
コ

般

の
女

子
、
男
子
と
均
し
く
教
育
を
被
ら

し
む
る
」
、
な
お

「邑

に
不
学

の
戸
な
く
、
家

に
不
学

の
人
な
か
ら
し
め
ん
」

と
い
い
、
法
律
、
政
令
を
通
し
て
各

レ
ベ

ル
の
行
政
府

に
学
校
作
り
と
女
子
入

学
を
督
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
疑

い
も
な
く
、
女
子
教
育

の
発
展
と
創
造

に

と

っ
て
良
好
な
環
境
と
保
障
を
提
供
し
た
と

い
う
ほ
か
な
い
。

梁
啓
超
ら
ブ

ル
ジ

ョ
ア
改
良
派

の
提
起
し
た
中
国
女
子
教
育
振
興
の
主
張
は
、

日
本
に
比

べ
て
二
〇
年
余
り
も
遅
れ
を
と

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頑
固

守
旧

の
清
政
府
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら

な
か

っ
た
。
十
九
世
紀
末
、
中
国

史

の
上

で
は
じ
め
て
女
子
学
校

の
ブ

ー
ム
が
起
き

た
が
、
こ
れ
は
民
間
と
個
人

の
行
為

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
維
新
変
法
運
動
が
失
敗

し
た
た
め
、
志
士
た
ち
の

女
子
学
校
創
設

の
理
想
は
挫
折
し
た
。
清
政
府

は

一
九
〇
五
年

「学
部
」
(文

部
省
)
を
設
立
し
た
が
、
な
お
女
学
を
家
庭
教
育
に
帰
す
る
法
を
取

っ
た
。
す

な
わ
ち
女
子
教
育
は
な
お
家
庭
教
育
の
範
疇

に
属

し
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇
六

年
、
高
揚
す
る
反
帝
反
封
建
運
動

の
圧
力
を
受
け
て
、
清
政
府

は
女
学
を
学
部

の
職
掌
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

一
九
〇
七
年
、
『女
子
小
学
堂
章
程
』

と

『女
子
師
範
学
堂
章
程
』
と
を
制
定
し
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
女
学
堂
と
女
師

範
学
堂
が
各
地
に
作
ら
れ
始
め
た
。
こ
れ
が
中
国
教
育
史
上
、
政
府
が
は
じ
め

て
提
唱
し
た
女
学

で
あ

っ
た
。
女
子
教
育
は
こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
教
育
体
系
の

な
か
に
そ
の
位
置
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
に
、

日
本

の
女
子

の
小
学
校
入
学
率
は
す
で
に
九
六

・
一
%

に
達
し
、
女
子
中
等
教

育
も
さ
か
ん
に
な

っ
て
い
た
。
官
弁
女
学

の
創
設
で
は
、
中
国
は
少
な
く
と
も

三
〇
年
余
り
の
遅
れ
を
取

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
近
代
女
子
教
育

の
結
果
が
異
な

っ
た
こ
と
。

明
治
維
新
後
、
日
本
で
は
官
民
と
も

に
女
子
教
育
を
重
視
し
て
い
た
た
め
、

近
代
女
子
教
育

の
発
展

に
は
す
こ
ぶ
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ

っ
た
。
中
国
の
女
子

教
育
が
始
ま

っ
た
ぼ
か
り
の
時
期
、
日
本

で
は
す

で
に
女
子
六
年
制
の
義
務
教

育
が
普
及
し
て
い
た
。
こ
れ
と
同
時

に
、
高
等
女
学
校
も
か
な
り
大
き
な
発
展

を
遂
げ
た
。

一
九

一
〇
年
、
す
で
に
高
等
女
学
校
は

一
九
三

ヵ
所
、
学
生
は
五

　　
　

万
六
二
一二
九
人
に
の
ぼ

っ
た
。
日
本
女
子
教
育

の
盛
況
は
、
た
と
え
ば
清
末
留

　　
　

日
学
生
王
桐
齢

の
つ
ぎ

の
文
章
に
み
と
め
ら
れ
る
。
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女
子
教
育
機
関
相
当
発
達
、
自
国
立
之
女
子
高
等
師
範
学
校
、
私
立
之

女
子
大
学
以
外
、
特
殊
之
女
子
職
業
学

校
甚
多
、
女
子
之
不
受
教
育
者
居

最
少
数
、
体
力
脳
力
当
然
相
当
発
達
。

(女
子
教
育
機
関
は
相
当
発
達
し
、
国
立

の
女
子
高
等
師
範
学
校
、
私
立
の
女

子
大
学
の
ほ
か
、
特
殊
な
女
子
職
業
学
校
が
は
な
は
だ
多

い
。
女
子
の
教
育
を

受
け
ざ
る
も
の
は
最
も
少
数
に
し
て
、
体
力
脳
力
は
当
然
相
当
発
達
し
て
い

る
。)

こ

れ

に

ひ
き

か

え

、

中

国

の
女

子

教

育

は

コ
ン

ト

ラ

ス
ト
が

大

き

か

っ
た

。

教
育
部

の
頒
布

し
た
民
国
四
年
八
月

五
年
七
月

(
一
九

一
五
年
-

一
九

一
六
年
)
の
教
育
統
計

で
は
、
当
時
の
各
学
校

の
女
学
生
の
数
値
は
表

1
の
と

　　
　

お
り
で
あ
る
。

四
億

の
堂

々
た
る
大
国
で
、
わ
ず

か
に

一
八
万
の
女
子
し
か
入
学
し
て
い
な

表1学 校別女子学生数統計表

人 数

149,505

18,729

3,245

948

6,685

1,828

无

无

无

无

180,940

学校種類

国民学校

高等小学
其他初等小学

中学

師範学校
其他中等学校

高等師範学校
専門学校

大学校
其他高級学校

合 計

い
。
女
性
人
口
の
○

・
一
%

に

も
足
り
な
い
で
は
な
い
か
。
当

時

の
人
は
こ
れ
を
ひ
ど
く
嘆

い

て
、
「女
子
教
育
无
可
言
矣
、

若
大
学
校
、
専
門
学
校
、
女
子

竟
无

一
校
无

一
人
、
不
更
可
羞

耶
」

(女
子
教
育
は
言
う
べ
く
も

な
い
、
大
学
校
、
専
門
学
校
の
こ

と

き

は

一
校

と

し

て
女

子

の

い
る
と

こ

ろ

は
な

い
。

こ
れ

を
恥

と

せ
ず

し

て
何

を

恥

　れ
　

と
し
よ
う
)
と
い
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

西
欧
列
強
の
略
奪
と
長
期

の
戦
乱
は
中
国
資
本
主
義

の
工
業
化
過
程
を
阻
害

し
、
ま
た
教
育
事
業

に
も
重

い
制
約
と
し
て
の
し
か
か

っ
た
。
民
衆

(と
く
に

広
大
な
農
民
)
生
活

の
極
度

の
貧
困
、
千
数
百
年
来

の

「女
子
才
無
け
れ
ぽ
す

な
わ
ち
徳
」
と
い
う
伝
統
観
念

の
影
響
な
ど
、
多
く

の
原
因

に
よ
っ
て
旧
中
国

の
女
子
教
育
事
業
は
前

に
進
ま
な
か

っ
た
。
ほ
と
ん
ど

の
労
働
女
性
は
長
期
に

わ
た

っ
て

「無
学
」
状
態
に
お
か
れ
た
。
統
計

で
は
、
解
放
前

の
中
国
女
子
児

　　
　

童

の
入
学
率
は
わ
ず
か
に

一
五
%

し
か
な
か

っ
た
。
日
本
で
は
早
く
も

『学

制
』
を
発
表
し
た
翌
年

の

一
八
七
三
年

に
す
で
に
こ
の
レ
ベ
ル

(
一
五

・
四
%
)

　
お
　

に
達
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
女
子
教
育

の
普
及
状
況
に
お
い
て
、
旧
中
国

は
日
本
よ
り
八
十
年
近
く
も
遅
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
述

べ
た
の
は
女
子
教
育

の
発
展
に
格
差
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
過

ぎ
な
い
。
教
育
内
容
に

つ
い
て
は
中
国
近
代
の
女
子
教
育
は
、
長

い
間
、
半
封

建
、
半
植
民
地
社
会

の
影
響
か
ら
抜
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
日
清
戦
争
前
後

の
維

新

の
志
士
た
ち
は
中
国
女
子
教
育

の
振
興
を
提
起
し
た
が
、
た
と
え
ば
鄭
観
応

が
提
唱
し
た

「増
設
女
塾
、
参
倣
西
法
」
(女
塾
を
増
設
し
、
西
洋
を
模
倣
す
る
)

に
し
て
も
、
学
習
内
容
は
や
は
り

「将
中
国
諸
経
列
伝
訓
誠
女
子
之
書
、
別
類

分
門
、
因
材
施
教
、
而
女
紅
、
紡
績
、
書
数
各
事
継
之
」
(中
国
諸
経
列
伝
訓
戒

女
子
の
書
を
、
分
野
に
別
け
て
、
教
材
に
よ
っ
て
教
え
を
施
し
、
女
の
仕
事
、
糸
取

り
機
織
り
、
書
道
算
数
な
ど
は
こ
れ
に
継
ぐ
)
も

の
で
あ
り
、
女
学
を
行
な
う
目
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的

は
、

「
他

日

、

賢

女

と

な

り
、

賢

婦

と

な

り

、

賢

母

と

な

る

た

め
」

で

あ

　　
　

っ
た
。
中
国
近
代
史
上
、
も

っ
と
も
は
や
く
系
統
的
に
女
子
教
育
思
想
を
提
起

し
た
梁
啓
超
で
さ
え
も
は

っ
き
り
と
こ
う
言
う
。
女
学
を
行
な
う

の
は
、
「上

可
相
夫
、
下
可
教
子
、
近
可
宜
家
、
遠
可
善
種
、
婦
道
既
昌
、
千
室
良
善
、
豈

不
然
哉
」
(上
は
夫
に
つ
か
え
、
下
は
子
を
教
え
る
べ
く
、
近
き
は
家
を
よ
ろ
し
く

し
、
遠
く
は
善
き
種
た
る
べ
く
、
婦
道
既
に
さ
か
ん
に
し
て
、
千
室
良
善
、
あ
に
然

　お
　

る
べ
く
あ
ら
ず
や
)
と
い
う
も

の
の
た
め
で
あ

っ
た
。
明
ら
か
に
彼
ら
は
、
男

は
外
、
女
は
内

の
伝
統

モ
デ

ル
か
ら

一
歩
も
出
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
背
後
に

は
男
尊
女
卑
観
念
が
依
然
と
し
て
隠
さ
れ

て
お
り
、
育
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
は

家
庭
内

の
賢
妻
良
母

(当
時
ま
だ
こ
う
し
た
四
字
熟
語
は
な
か
っ
た
が
)
の
才
で

あ

っ
た
。
こ
の
後
、
社
会
的

に
公
認
さ
れ
た
女
性

の
賢
良
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

つ

ま
り

「夫
に
つ
か
え
、
子
を
教
え
、
家
を
よ
ろ
し
く
し
て
善
き
種
た
る
べ
き
も

の
」

で
あ

っ
た
。

二
十
世
紀
初
頭
、
日
本

の
良
妻
賢
母
主
義

教
育
思
想
が
中
国
に
入

っ
て
き
た
。

良
妻
賢
母
論
は
進
歩
と
時
代
遅
れ
、
精
華
と
糟
粕
が
並
存
す
る
女
性
観

で
あ

っ

た
。
と
く
に
二
十
世
紀
初
め
、
中
村
正
直

・
森
有
礼
時
代
の
進
歩
と
啓
蒙
の
色

彩
は
あ
せ
て
、
儒
教
式
の
良
妻
賢
母
論

に
変

わ

っ
て
い
た
。
女
子
教
育
の
目
的

は
、
既
成

の

「優
美
高
尚

ナ
気
風
、
温
良
貞
淑
ノ
資
性

ヲ
涵
養

ス
ル
」、
ま
た

「中
人
以
上

ノ
生
活

二
必
須

ナ
ル
学
術
技
芸

ヲ
知
得

セ
シ
メ
」
て
良
妻
賢
母
を

養
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
不
幸
な
こ
と

に
、
中
国
人
の
良
妻
賢
母
論
の
吸

収
は
、
あ
た
か
も
そ
の
糟
粕
を
汲
み
、
精
華

を
捨
て
た
も
の
と
な

っ
て
い
た
。

日
本

の
良
妻
賢
母
論
と
中
国
伝
統

の
規
範
で
あ
る
女
子
の

「賢
」
と

「良
」
の

観
念
は
た
ち
ま
ち
同
調
し
て
、
中
国
女
子
教
育
の
指
導
方
針
と
な

っ
た
。
清
政

府
は
、

一
九
〇
七
年
頒
布

の
女
学
堂
章
程

の
中

で
は
じ
め
て
、
女
子
教
育

の
合

法
性
を
承
認
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
明
ら
か
に
旧
制
を
保
留
し
た
。
た
と
え
ば
、

『女
子
小
学
堂
章
程
』

の
な
か
で
、
「中
国
女
徳
、
歴
来
崇
重
、
今
教
育
女
儿
、

首
当
注
重
于
此
、
総
期
不
悖
中
国
懿
嫐
之
礼
教
、
不
染
末
俗
放
縦
之
僻
習
」

(中
国
は
女
徳
を
歴
来
尊
重
し
て
き
た
も
の
で
、
い
ま
女
児
を
教
育
す
る
と
き
、
ま
ず

こ
こ
に
重
点
を
お
き
、
つ
ね
に
中
国
の
立
派
な
礼
教
の
道
理
に
反
し
て
は
な
ら
ず
、

通
俗
放
縦
の
悪
習
に
染
ま

っ
て
は
な
ら
な
い
)
と
規
定
し
て
い
る
。
『女
子
師
範

学
堂
章
程
』
で
は
、
「凡
為
女
、
為
婦
、
為
母
之
道
、
征
諸
経
典
史
冊
、
先
儒

著
述
、
歴
歴
可
据
」
(凡
そ
女
と
な
り
、
婦
と
な
り
、
母
と
な
る
道
は
、
諸
経
典
史

冊
、
先
儒
の
著
述
が
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
こ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
)

と
、
学
生
に
も

「務
時
勉
以
貞
静
、
順
良
、
慈
淑
、
端
倹
諸
美
徳
、
総
期
不
背

中
国
向
来
之
礼
教
」
(か
な
ら
ず
貞
淑
、
順
良
、
慈
淑
、
慎
ま
し
や
か
に
努
め
、
た

　め
　

え
ず
中
国
古
来

の
礼
教

に
背
か
ざ
る
こ
と
)
と
要
求

し
、
『列
女
伝
』、
『女
孝

経
』
、
『内
訓
』
な
ど
ま
さ
に
歴
代
の
女
訓
経
典
を
も
ち
だ
し
て
修
身
科
目
の
な

か
に
い
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九

一
四
年
、
教
育
総
長
湯
化
竜
は
講
話
を
発
表
し
、
さ
ら
に
強
調
し
て
こ

う

い
っ
て
い
る
。
「余
対
于
女
子
教
育
方
針
、
則
務
在
使
其
将
来
足
為
良
妻
賢

母
、
可
以
維
持
家
庭
而
已
」

(余
、
女
子
教
育
の
方
針
に
対
し
て
は
、
そ
の
将
来
を

　
り
　

良

妻

賢
母

た
ら

し

め
、
家

庭

を

維
持

で
き

れ

ば
、

こ
れ

で
た

り

る

の

で
あ

る
)
。

こ
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れ
に
も
と
つ

い
て
教
育
部

は
ま
た

『整
理

教
育
方
案
草
案
』
を
発
布
し
て
、

「数
年
以
来
各
省
漸
知
興
辧
女
学
、
而
无

一
定
陶
成
之
方
針
、
影
響
所
施
、
流

弊
滋
大
」
(数
年
来
、
各
省
は
よ
う
や
く
女
学
を
興
す
こ
と
を
知

っ
た
が
、

一
定
の

薫
陶
の
方
針
が
な
く
、
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
弊
害
が
は
な
は
だ
大
き
い
)
と
い
う

現
状
に
た
い
し
、
「今
且
勿
鶩
高
遠
之
談
、
標
示
育
成
良
妻
賢
母
主
義
、
以
挽

其
委
瑣
齷
齪
或
放
任
不
羇
之
陋
習
」

(今
、
高
遠

の
談
を
な
す
な
か
れ
、
良
妻
賢

　　
　

母
育
成
主
義
を
表
示
し
て
、
煩
瑣
下
劣
あ
る
い
は
放
任
自
由
の
陋
習
を
な
く
す
べ
し
)

と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
、
中
国
近
代
の
脆
弱
な
女
子
教
育

は
、
近
代

教
育
の
形
式
を
持

つ
だ
け
で
、
中
身
は
ほ
と

ん
ど
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
実
際
遂
行
さ
れ
た
も

の
も
半
封
建

・
半
植
民
地

の
良
妻
賢
母
教
育

で
あ

っ
た
。

四

ひ
と

つ
の
考
察

日
本
近
代
教
育
事
業
、
と
く
に
そ
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
女
子
教
育

の

発
展
は
、
日
本
近
代
化
過
程

の
な
か
で
も

っ
と
も
賞
賛

に
値
す
る
こ
と
が
ら
で

あ

る
。
教
育

の
す
ば
や
い
普
及
は
ひ
と
び
と

に
知
識

の
光
輝
を
享
受
せ
し
め
た
。

し
か
し
、
長
期
に
わ
た
る
半
封
建

・
半
植
民
地
統
治
下
の
中
国
で
は
女
子
教
育

事
業
の
歩
み
は
艱
難
を
き
わ
め
、
停
滞
し
て
前
進
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
日
本

と
中
国

の
女
性

の

「学
」
と

「不
学
」

の
格
差
を
か
た
ち
つ
く

っ
て
し
ま

っ
た
。

と
は
い
え
、
日
本
近
代
女
子
教
育

の
発
展
過
程
で
多
く
の
封
建
的
要
素
が
保

存

さ
れ
、
女
子
教
育
は
終
始
良
妻
賢
母

の
養

成
を
目
標
と
し
た
も

の
で
、
「良

妻
賢
母
主
義

の
教
育
」
は
女
子
教
育

の
代
名
詞
と
な

っ
た
こ
と
も
、
当
然
認
め

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
、
前
述

の
日
本

の
良
妻
賢
母
思
想

の
形
成
過
程
か

ら
、
日
本
人
が
妻
と
し
て
夫
を
内
助
し
母
と
し
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
の
に
具

備
す
べ
き
智
恵
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。
知
識

・
教
養
は
、
終
始
、

近
代
日
本
女
性

の

「賢
」
と

「良
」
と
の
お
も
な

メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
近
代
女
子
教
育
の
発
展
は
活
力
に
満
ち
、
か
つ
効
果
も
大
き

く
、
男
子
と
平
等
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
も

つ
に
い
た

っ
た
の
だ
。
全
人
口

の
半
分
を
占
め
る
女
性

の
知
識
と
教
養

の
レ
ベ
ル
が
向
上
し
て
の
ち
、
子
女

の

最
初

の
教
師
と
し
て
、
子
女

の
教
育
と
全
国
民
の
素
養

の
向
上
に
積
極
的
な
役

割
を
果
た
し
た
。
日
本

の
女
性
は
こ
れ
に
よ

っ
て

「教
育
す
る
母
親
」
の
美
称

を
得
、
こ
れ
が
近
代
日
本

の
経
済
発
展
と
社
会
進
歩

の
促
進
に
果
た
し
た
役
割

は
計
り
知
れ
な
い
。
筆
者
は
何
回
か
日
本

に
留
学
し
考
察

し
た
と
き
、
繁
華
な

東
京

は
も
ち
ろ
ん
、
辺
鄙
な
北
海
道

の
村

で
さ
え
も
、
多
く
の
上
品
で
礼
儀
正

し
い
老
婦
人
に
会

っ
た
。
最
初

は
お
お
い
に
驚
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
こ
れ

が
近
代
日
本
女
子
教
育

の
発
展
の
好
例
証
で
あ
る
こ
と
に
気
付

い
た
。

「女
子
才
が
無
け
れ
ぽ
す
な
わ
ち
徳
」
と
い
っ
た
観
念
が
千
数
百
年
も
続
い
て
、

中
国
の
女
性
は
こ
れ
で
多
大
な
不
幸
を
蒙

っ
た
。
中
国
の
女
子
教
育

の
不
振
と

伝
統
的
な
儒
家
女
性
観

の
根
強
さ
が
、
近
代
以
来
、
大
半

の
女
性
を
無
学
状
態

に
お
き
、
幸

い
に
し
て
入
学

で
き
た
少
数

の
女
子
も
多
く
は
儒
家
女
教
の
薫
陶

を
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
中
国

に
あ

っ
て
は
、
女
性

の

「賢
」
と

「良
」
と
は
い
ま
だ

に

「知
識
」
と

「教
養
」
に
結
び

つ
か
ず
、
た
だ
婦
徳
、

貞
淑
、
従
順
を
守
る
だ
け
の
い
い
妻
、

い
い
母
親
で
あ
る
。
近
代
日
本
の

「知
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学と不学のちがい

識

の
あ
る
妻
と
母
親
」
を
内
包
す
る

「良
妻
賢
母
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
中
国

に
あ

っ
て
は
ず

っ
と
胸
に
大
志
な
く
、
平

凡
無
為
の
女
性

の
代
名
詞

で
あ

っ
た
。

長

い
間

に
、
中
国
女
性
の
シ
ン
ボ

ル
は
小
脚
女
人
、
学
問
も
技
能
も
な
く
、
唯

酒
食
是
議

(ひ
た
す
ら
酒
食
は
是
を
議
す
)
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
女
子
の
無

学
、
無
才
は
、
女
性
を
終
生
男
性
の
附
属
品

に
し
て
し
ま

っ
た
。
家
庭
内
で
は
、

た
だ
夫
と
子
ど
も
を
守

っ
て
食

べ
て
い
き

、
「鍋
台
転
」
(か
ま
ど
の
周
り
を
回

る
こ
と
。

マ
イ
ナ
ス
の
意
味

の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
)
と
い
わ
れ
、
夫
に
仕
え
、
子
を

教
え
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
も
難
し
か

っ
た
。
家
庭

の
外
で
は
、
世
渡
り
の
元

手
が
な
い
の
で
職
業

に
も
就
け
ず
、
男
女

平
等
は
ま

っ
た
く
議
論

に
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
う
し
た
状
態

は
、
中
国
近
現
代
史

に
お
い
て
救
国
救
民

の
志
を
立
て
た
先

駆
者
た
ち

の
仕
事
を
い

っ
そ
う
困
難
に
し

た

彼
ら
は
強
大
な
帝
国
主
義
、

封
建
主
義
と
各
種

の
反
動
勢
力
に
相
対
峙

す
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
民
衆
の
智
恵

を
啓
発
し
、
民
衆

(そ
の
な
か
の
半
分
が
女
性
)
を
喚
起
す

る
重

い
任
務
を
背

負

っ
て
い
た
の
だ
。
新
中
国
成
立
後
、
女

性
が
解
放
さ
れ
、
男
女
平
等
が
実
現

す
る
に
と
も
な
い
、
女
子
無
学
の
状
態
は
根
本
的

に
改
善
さ
れ
た
。
た
だ
、
旧

時

の
伝
統
観
念

の
影
響
は
、
今
日
と
い
え
ど
も
存
在
し
、
女
子
の
就
学
は
な
お

さ
ま
ざ
ま
な
阻
害

に
遭
遇
し
て
い
る
。
と
く
に
辺
鄙
な
農
村
と
貧
困
地
帯
で
は
、

女
子
の
就
学
率

は
男
子
よ
り
遥
か
に
低

い
。

一
九
九
〇
年
時
点

で
、
中
国
女
性

　ふ
　

の
教
育
を
受
け
た
人
口
の
割
合
は
四
四

・
五
五
%

に
過
ぎ
な

い
。
「婦
学
不
講
、

為
人
母
者
、
半
不
識
字
、
安
能
教
人
」
(婦
学
ば
ず
し
て
人
の
母
と
な
り
、
半
ば

　　
　

字
を
知
ら
ず
し
て
、
人
を
よ
く
教
う
る
こ
と
能
う
る
か
P
)
百
年
前

の
維
新

の
志

士
は
、

こ
う
嘆
き
、
呼
び
か
け
た
が
、
今
な
お
封
建
的
伝
統
道
徳
を
批
判
し
、

女
性

の
教
養
を
高
め
、
知
識
が
あ
る
良
妻
賢
母
を
養
成
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ

の
直
面
す
る
大
き
な
任
務
で
あ
る
と
思
う
。

注(1
)

劉
向

『列

女
伝

・
母

儀
伝

』
。

(2
)

徐
梓
編
注

『家
訓
-

父
祖
の
丁
寧
』
中
央
民
族
大
学
出
版
社
、

一
九
九

六
年
、

三

三
三
頁

。

(3
)

同

上
、

三

二
七
頁

。

(4
)

『
日
本

思

想

大

系

二

二
十

四

・
貝

原

益

軒

・
室

鳩

巣
』

岩

波

書

店
、

一
九

七
〇
年

、

二
〇

四
-

二
〇

五
頁
。

(
5
)

エ
ド

ウ

ィ
ソ

・
0

・
ラ
イ

シ
ャ

ワ
ー
著
、

國

弘
正

雄

訳

『
ザ

・
ジ

ャ
パ

ニ

ー
ズ
』

文

藝
春
秋

、

一
九

七
九
年

、

一
七

二
頁

。

(6
)

『
日
本

教

育

文
庫

・
女

訓
篇

』

日
本

図

書

セ

ン
タ

ー
、

一
九

七

七

年

、
六

七

二
頁

。

(
7
)

一
九

一
〇

年
小

学
、

初

中
、
高

中

在

学

人

口
指
数

(
一
九

二
〇
年

を

一
〇

〇

と
す

る
)

日
本

日
八

八

・
八
、
米

国

"
八

六

・
四
、
英

国

"
九

五

・
二
。

文
部

省
調

査

局

『
日
本

の
成
長

と

教
育

』
帝

国

地
方

行

政
学

会

、

一
九

六

二

年
、

二
一二
五
頁

。

(
8
)

教

育
史

編

纂
会

『明

治

以
降

教

育
制

度

発
達

史

』
第

一
巻

、

教
育

資
料

調

査
会

、

一
九
六

四
年

、

三
四

ニ
ー

三
四

三
頁
。
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(
9
)

大

久
保

利

謙
編

『森

有

礼

全
集

』
第

一
巻

、
宣

文

堂
書

店

、

一
九

七

二
年

、

六

一

一
頁

。

(10
)

深

谷
昌

志

『良

妻
賢

母

主
義

の
教
育

』
黎

明

圭
旦
房
、

一
九

八

一
年

、

四
七

、

五

一
頁

。

(11
)

明

治
三

十

二
年

(
一
八
九
九

)
七

月

二
十

五

日

『教

育
時

論
』
。

(12
)

明

治
三
十

五
年

(
一
九
〇

二
)

五
月

五
日

『教

育
時

論
』
。

(13
)

一
九
〇

二
年

公
立

高
等

女

学
校

の
競
争

率

を
例

と

し

て
、
東

京

第

一
高

等

女
学

校

四

・
三
倍

、
市

立
名

古

屋
高

等

女
学

校

四

・
二
倍

、
高

知

高
等

女

学

校

三

・
九
倍

。
深

谷
昌

志

『良
妻

賢
母

主
義

の
教

育
』

一
八
四
頁

。

(14
)

梁

啓
超

『
倡
設

女

学

堂

啓
』
、
陳

学

恂

『
中

国
近

代

教

育

史

教

学

参

考

資

料

』
上

、
人

民
教

育
出

版
社

、

一
九

八
七
年

、

三

二
六
頁
。

(15
)

徐

勤

『
中

国
除

害

議

』
、
舒

新

城

『
中

国

近

代

教

育

史

資

料
』

下
、

人

民

教

育
出

版
社

、

一
九

八

一
年

、
九

五

三
頁
。

(16
)

梁
啓

超

『
論
女

学
』
、
陳
学

恂

『
中
国

近
代

教
育

文
選

』

人
民
教

育
出
版

社
、

一
九

八
三
年

、

一
四
六

頁
。

(17
)

同
上

。

(18
)

森
秀

夫

『
日
本

教
育

制
度
史

』

学
芸

図
書

、

一
九
九

一
年

、

八
○
頁
。

(19
)

王
桐

齢

『
日
本

視
察

記
』

北
京

文
化

学
社

、

一
九

二
八
年

、

一
二
九
頁

。

(20
)

陳

学

恂

『中

国
近

代

教
育

史

教
学

参

考
資

料

』
下

、
人

民
教

育

出
版

社

、

一
九

八
七
年

、
三

六
五
頁

。

(21
)

黄
炎

培

『読

中

華

民

国

最
近

教

育

統

計
』
、
陳

学

恂

『
中

国
近

代

教

育

史

教

学
参
考

資
料

』

下
、

三
六

五
頁

。

(22
)

『
中

国
婦

女

統
計

資
料

』

中
国

婦

女
出

版

社
、

一
九

九

一
年

、

一
二
八
頁

。

(23
)

森

秀
夫

『
日
本

教
育
制

度
史

』

三

二
頁

。

(24
)

鄭
観
応

『盛
世
危
言

・
第
3
卷

・
女
教
』、
陳
学
恂

『中
国
近
代
教
育
文

選
』
五
八
頁
。

(25
)

梁
啓
超

『倡
設
女
学
堂
啓
』
、
陳
学
恂

『中
国
近
代
教
育
史
教
学
参
考
資

料
』
上
、
三
二
五
頁
。

(26
)

舒
新
城

『中
国
近
代
教
育
史
資
料
』
下
、
人
民
教
育
出
版
社
、

一
九
八

一

年
、
七
九
三
、
八
〇
四
頁
。

(27
)

陳
学
恂

『中
国
近
代
教
育
大
事
記
』
上
海
教
育
出
版
社
、

一
九
八

一
年
、

二
五
七
頁
。

(28
)

陳
学
恂

『中
国
近
代
教
育
史
教
学
参
考
資
料
』
中
、
人
民
教
育
出
版
社
、

一
九
八
七
年
、
二

一
八
頁
。

(29
)

沙
吉
才

『当
代
中
国
婦
女
家
庭
地
位
研
究
』
天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
九

五
年
、
三
六
三
頁
。

(30
)

梁
啓
超

『論
幼
学
』、
陳
学
恂

『中
国
近
代
教
育
文
選
』

一
四
九
頁
。
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