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本
書『
福
澤
諭
吉 

家
庭
教
育
の
す
す
め
』は
、

教
育
者
か
つ
福
澤
研
究
家
と
し
て
名
高
か
っ
た

稀
代
の
人
格
者
・
渡
辺
徳
三
郎
（
一
九
一
六
│

一
九
八
八
）
の
「
生
涯
の
一
冊
」、「
渾
身
の
一
冊
」

と
も
言
う
べ
き
名
著
で
あ
る
。
本
書
が
こ
の
た

び
復
刊
さ
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。

幼
稚
舎
か
ら
慶
應
義
塾
に
学
ん
だ
渡
辺
は
、

大
学
卒
業
後
す
ぐ
、
戦
時
下
の
昭
和
十
七
年
に

幼
稚
舎
教
諭
と
な
り
、
定
年
退
職
の
昭
和
五
十

六
年
ま
で
四
十
年
に
わ
た
り
、
慶
應
義
塾
の
初

等
教
育
一
筋
の
人
生
を
送
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

傍
ら
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
続
け
た
福
澤
諭
吉

研
究
は
、
福
澤
研
究
家
の
間
で
も
高
く
評
価
さ

れ
た
。
幼
稚
舎
を
定
年
退
職
し
た
後
、渡
辺
は
、

自
ら
の
経
験
と
識
見
の
す
べ
て
を
本
書
に
注
ぎ

込
ん
だ
。
教
え
子
の
山
内
慶
太
氏（
本
書
の
編
者
）

に
「
本
と
い
う
も
の
は
、
一
生
の
勉
強
の
積
み

重
ね
を
凝
集
し
た
よ
う
な
本
は
、
そ
う
何
冊
も

書
け
る
も
の
で
は
な
い
」と
語
っ
た
そ
う
だ
が
、

本
書
は
ま
さ
に
、
渡
辺
の
「
一
生
の
勉
強
」
が

凝
集
さ
れ
た
珠
玉
の
一
冊
と
言
え
る
。

福
澤
諭
吉
は
、
明
治
三
年
前
後
か
ら
十
年
前

後
に
か
け
て
、
家
庭
教
育
、
家
庭
生
活
の
重
要

性
に
つ
い
て
多
く
論
じ
て
い
る
。
渡
辺
は
若
き

日
に
こ
の
こ
と
に
気
付
き
、
福
澤
の
先
見
性
に

驚
く
と
と
も
に
、
子
供
好
き
で
や
さ
し
い
福
澤

の
人
柄
に
魅
了
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
思
想
に

強
く
共
鳴
し
、
福
澤
の
家
庭
教
育
論
を
自
ら
の

福
澤
研
究
の
中
核
に
据
え
た
の
だ
っ
た
。
同
じ

よ
う
に
子
供
好
き
で
や
さ
し
か
っ
た
渡
辺
は
、

福
澤
の
中
に
自
分
の
姿
を
発
見
し
た
の
で
あ
ろ

う
。本

書
は
、
福
澤
の
著
述
内
容
を
、
そ
れ
ら
が

書
か
れ
た
明
治
初
期
の
日
本
の
状
況
を
踏
ま
え

な
が
ら
紹
介
し
つ
つ
、
福
澤
思
想
の
本
質
を
抽

出
す
る
、
と
い
う
構
造
を
し
て
い
る
。
そ
し
て

文
章
の
至
る
と
こ
ろ
に
、
渡
辺
の
戦
後
教
育
に

お
け
る
深
い
経
験
が
織
り
込
ま
れ
る
た
め
、
読

み
進
め
る
に
つ
れ
て
自
然
に
、
福
澤
思
想
の
現

代
に
通
ず
る
普
遍
性
を
私
た
ち
が
理
解
で
き
る

よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
明
治
初
期
と
言
え
ば
、
江
戸
時
代

の
数
百
年
に
わ
た
り
奨
励
さ
れ
た
儒
教
の
威
力

が
、
ま
だ
人
心
に
深
く
し
み
つ
い
て
離
れ
な
か

っ
た
頃
で
あ
る
。
儒
教
的
封
建
思
想
が
大
き
な

力
を
持
ち
、
親
子
間
の
孝
徳
、
つ
ま
り
親
（
特

に
男
親
）
の
権
威
が
一
方
的
に
強
い
「
孝
の
教

え
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
根
幹
に
存
在
し
て

い
た
。
先
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
た
家
を
、
当
主
た

る
父
か
ら
子
（
男
子
）、
孫
（
男
子
）
へ
と
後
代

に
伝
え
、
家
を
存
続
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題

だ
っ
た
時
代
が
長
く
続
い
た
ゆ
え
、
男
尊
女
卑

が
社
会
通
念
と
し
て
根
付
い
て
も
い
た
。

福
澤
は
、
伝
統
的
な
「
孝
の
教
え
」
を
、
子

供
の
人
権
・
人
格
を
無
視
し
、
親
の
強
い
権
力

に
よ
っ
て
無
理
無
法
な
行
為
を
一
方
的
に
子
供

に
強
要
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
た
。そ
し
て
、

男
子
の
不
品
行
や
妾
を
持
つ
風
習
に
た
だ
た
だ

従
っ
て
泣
き
寝
入
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
妻
た
ち
に
深
く
同
情
し
た
。
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家
庭
の
二
大
構
成
要
素
は
、
夫
婦
と
親
子
で

あ
る
。

福
澤
は
、
親
子
間
で
は
子
供
の
側
に
立
ち
、

夫
婦
間
で
は
妻
の
側
に
立
っ
て
、古
い
原
理（
道

徳
）
を
批
判
し
、
新
し
い
原
理
を
導
き
出
そ
う

と
、
明
治
初
期
に
精
力
的
に
家
庭
教
育
論
を
書

い
た
の
だ
っ
た
。

福
澤
思
想
の
根
幹
に
は
、
封
建
時
代
の
儒
教

主
義
、
漢
学
思
想
を
日
本
か
ら
追
放
し
、
西
洋

の
科
学
的
合
理
主
義
、
自
由
主
義
と
独
立
の
精

神
を
国
民
の
間
に
広
く
根
付
か
せ
た
い
と
い
う

志
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
核
に
「
独
立
自

尊
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。渡
辺
は
本
書
で
、福

澤
の
家
庭
教
育
論
を
時
代
背
景
と
と
も
に
詳
述

し
て
か
ら「
独
立
自
尊
」へ
と
話
を
展
開
し
て
い

く
の
だ
が
、
そ
の
論
旨
の
展
開
は
み
ご
と
と
言

う
ほ
か
な
く
、
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
た
び
本
書
を
再
読
し
て
痛
感
し
た
の

は
、
家
庭
教
育
論
と
い
う
入
り
口
か
ら
福
澤
思

想
を
読
み
解
き
、そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で「
独

立
自
尊
」
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
代
に
お

い
て
福
澤
思
想
を
理
解
す
る
最
も
わ
か
り
や
す

い
筋
道
だ
と
、
渡
辺
は
密
か
に
確
信
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
、
渡
辺
の
「
一
生
の
勉
強
」
の
成
果

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
題
名
は
慎
ま

し
や
か
で
、
著
者
渡
辺
の
謙
虚
な
人
柄
が
よ
く

あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
家
庭
教
育
に
特

段
の
興
味
を
持
た
な
い
本
誌
読
者
に
も
、
福
澤

思
想
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
価
値
あ
る
一
冊
と
な

る
に
違
い
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
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以
下
、
著
者
の
こ
と
を
渡
辺
先
生
と
呼
ば
せ

て
い
た
だ
く
。

渡
辺
先
生
は
、
昭
和
十
七
年
に
幼
稚
舎
教
諭

に
な
っ
た
あ
と
、
戦
時
中
は
集
団
疎
開
を
引
率

さ
れ
、
戦
後
の
教
育
再
開
後
の
幼
稚
舎
教
育
方

針
の
制
定
に
も
深
く
か
か
わ
ら
れ
た
。
し
か
し

昭
和
二
十
二
年
一
月
か
ら
二
十
四
年
九
月
ま

で
、結
核
で
長
期
の
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

そ
の
後
も
健
康
上
の
理
由
か
ら
「
肺
活
量
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
と
て
も
生
徒
と
一
緒
に

遊
ん
だ
り
、
は
ね
た
り
出
来
な
い
か
ら
」
と
、

ク
ラ
ス
担
任
の
仕
事
を
は
ず
れ
て
、
主
事
や
舎

長
と
し
て
学
校
行
政
に
携
わ
る
期
間
も
長
か
っ

た
。私

が
幼
稚
舎
に
入
学
し
た
昭
和
四
十
二
年

は
、
渡
辺
先
生
の
健
康
が
比
較
的
す
ぐ
れ
て
い

た
時
期
に
あ
た
っ
た
た
め
、
私
を
含
む
四
十
八

人
の
「
昭
和
四
十
八
年（
卒
）Ｏ
組
」
の
生
徒
た

ち
は
、
渡
辺
先
生
に
六
年
間
通
し
て
担
任
し
て

い
た
だ
い
た
「
唯
一
の
ク
ラ
ス
」
と
な
っ
た
。

そ
れ
を
僥
倖
と
呼
ば
ず
し
て
何
と
言
え
よ
う
。

「
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
影
像
は
、
教
員
室

前
の
テ
ラ
ス
か
ら
運
動
場
で
遊
ぶ
私
た
ち
を
象

の
よ
う
な
優
し
い
目
で
見
守
っ
て
い
て
下
さ
っ

て
い
た
、
そ
の
温
か
な
眼
差
し
で
あ
る
。
私
た

ち
と
一
緒
に
走
る
こ
と
は
す
で
に
で
き
な
か
っ

た
が
、
そ
の
温
か
な
空
気
の
中
に
包
ま
れ
て
い

る
感
じ
が
い
つ
も
し
た
も
の
で
あ
る
。」

こ
れ
は
本
書
の
編
者
解
説
の
な
か
の
山
内
氏

の
文
章
で
あ
る
。
彼
は
私
の
卒
業
と
入
れ
替
わ

り
に
幼
稚
舎
に
入
学
し
、
一
年
か
ら
四
年
生
の

秋
ま
で
渡
辺
先
生
の
ク
ラ
ス
に
学
ん
だ
。
彼
が

書
く
「
象
の
よ
う
な
優
し
い
目
」「
温
か
な
眼

差
し
」「
温
か
な
空
気
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る

感
じ
」
は
、
渡
辺
先
生
の
も
と
で
学
ん
だ
者
誰

も
が
、
懐
か
し
さ
と
と
も
に
思
い
浮
か
べ
、
そ

し
て
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
振
り
返
る
、
共

通
の
原
風
景
で
あ
る
。

こ
の
た
び
復
刊
さ
れ
た
本
書
に
は
、
昭
和
六

十
年
に
小
学
館
よ
り
出
版
さ
れ
た
同
名
の
書
に

加
え
、渡
辺
先
生
が
幼
稚
舎
在
籍
中
に「
幼
稚
舎

新
聞
」「
仔
馬
」「
三
田
評
論
」
な
ど
に
寄
稿
さ

れ
た
数
々
の
文
章
が
付
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
も
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
、
慶

應
義
塾
の
初
等
教
育
に
脈
々
と
流
れ
る
福
澤
精

神
の
在
り
よ
う
を
感
得
で
き
る
に
違
い
な
い
。




