
櫻井よしこ

明治人の姿

Sakurai Yoshiko



は
じ
め
に

　

今
、
私
た
ち
の
社
会
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
心
痛
む
こ
と
が
ら
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
信
じ
難

く
も
痛
ま
し
い
子
殺
し
や
親
殺
し
、
お
年
寄
り
を
騙
す
振
り
込
め
詐
欺
、
公
務
員
に
よ
る
組
織
的
な
年

金
記
録
の
改か

い

竄ざ
ん

、
さ
ま
ざ
ま
な
食
品
偽
造
な
ど
、
日
本
人
の
道
徳
律
の
崩
壊
は
目
を
覆
い
た
く
な
る
ば

か
り
で
す
。
こ
う
し
た
混
迷
の
大
き
な
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
が
持
っ
て
い
た

は
ず
の
価
値
観
や
美
徳
は
、
な
ぜ
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

と
い
う
よ
り
、
戦
後
の
私
た
ち
は
、
前
の
世
代
の
人
た
ち
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
暮
ら
し
て
い
た
価
値

観
や
、
身
に
つ
け
て
い
た
挙き
ょ

措そ

を
、
そ
も
そ
も
、
受
け
継
い
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
後
、
そ
う
し

た
も
の
は
は
じ
め
か
ら
否
定
さ
れ
、
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
は
、
日
本
の
庶
民
に
至
る
ま
で
の
教
養
の
高
さ

や
品
の
よ
い
振
る
舞
い
、
節
度
や
慎
ま
し
さ
を
、
驚
き
と
敬
い
を
も
っ
て
賞
賛
し
ま
し
た
。
か
つ
て
た

し
か
に
存
在
し
た
美
し
い
日
本
の
文
明
。
そ
こ
で
織
り
な
さ
れ
た
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
。
言
葉
の
な

か
に
、
挙
措
の
な
か
に
、
風
習
の
な
か
に
、
し
っ
か
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
価
値
観
。
そ
う
し
た
諸
々
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の
こ
と
を
今
、
振
り
返
り
、
当
時
の
人
々
の
生
き
方
に
接
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の

現
代
社
会
の
深
い
傷
を
癒
し
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
男
性
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
、『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』（
中
公
新

書
）
の
会
津
人
・
柴
五
郎
や
、『
城
じ
ょ
う

下か

の
人
』
以
下
四
巻
（
中
公
文
庫
）
の
石
光
真ま

清き
よ

な
ど
が
多
く
を

語
っ
て
く
れ
ま
す
。
女
性
か
ら
見
た
当
時
の
社
会
、
そ
し
て
女
性
の
生
き
方
を
伝
え
て
く
れ
る
書
と
し

て
は
、
杉
本
鉞え
つ

子こ

の
『
武
士
の
娘
』
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
書
は
、
私
自
身
の
愛
読
書
で
す
。
大
激

動
の
時
代
を
生
き
た
一
人
の
女
性
の
貴
重
な
記
録
で
す
。『
武
士
の
娘
』
を
読
み
辿
れ
ば
、
自
ず
と
、

か
つ
て
の
日
本
人
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
精
神
の
高
貴
さ
、
言
動
、
挙
措
の
美
し
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

鉞
子
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、
代
々
長
岡
藩
の
城
代
家
老
を
務
め
て
き
た
稲
垣
家
の
六
女
（
作

中
で
は
次
女
）
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
の
生
ま
れ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
女
が
育
っ
た

時
代
の
価
値
観
は
江
戸
時
代
そ
の
ま
ま
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
鉞
子
の
受
け
た
教
育
は
、
ま
さ
に
武
家

の
教
育
そ
の
も
の
で
し
た
。　

　

長
岡
藩
は
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
で
賊
軍
と
さ
れ
、
烈
し
い
戦
い
の
末
に
敗
北
し
ま
し
た
。
稲
垣
家
は
苦
難
と
激
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動
の
日
々
を
送
り
、
父
は
鉞
子
が
幼
い
頃
に
早そ
う

逝せ
い

し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
鉞
子
は
兄
の
親
友
で
、

ア
メ
リ
カ
で
貿
易
商
を
営
む
杉
本
松
之
助
（
作
中
で
は
松
雄
）
の
妻
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
ま

す
が
、
二
人
の
娘
を
連
れ
て
日
本
に
里
帰
り
す
る
船
中
で
夫
の
病
死
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。

し
ば
ら
く
日
本
で
過
ご
し
、
子
供
た
ち
に
日
本
の
教
育
を
受
け
さ
せ
ま
す
が
、
次
女
の
教
育
の
た
め
、

再
び
渡
米
し
ま
す
。
戻
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
、
鉞
子
は
生
活
の
糧か

て

を
得
る
た
め
、
日
本
紹
介
の
文
章
を
書

い
た
の
で
す
。

　

鉞
子
が
投
稿
し
た
エ
ッ
セ
イ
は
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
十
二
月
か
ら
翌
年
十
二
月
ま
で
雑
誌

『
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ａ
』
に
連
載
さ
れ
ま
し
た
。
二
五
年
に
は
、『A

 D
aughter of the Sam

urai

』
の
タ
イ
ト

ル
で
単
行
本
と
な
り
ま
し
た
。『
武
士
の
娘
』
の
誕
生
で
す
。
同
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
七
か
国
で
翻

訳
さ
れ
て
大
き
な
反
響
も
呼
び
ま
し
た
。
原
文
の
英
語
は
、
思
わ
ず
声
に
出
し
て
読
み
た
く
な
る
、
詩

の
よ
う
に
美
し
く
格
調
高
い
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
気
品
と
清
廉
さ
が
、
欧
米
の
読
者
を
魅

了
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
初
め
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
が
、
一
九
四
三
（
昭
和
十

八
）
年
の
こ
と
で
し
た
（
大
岩
美
代
訳
、
長
崎
書
店
刊
）。

　

そ
の
後
『
武
士
の
娘
』
は
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
十
二
）
年
に
筑
摩
書
房
か
ら
再
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
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当
時
、
私
は
ハ
ワ
イ
大
学
に
留
学
し
て
い
ま
し
た
が
、
帰
国
後
、
記
者
の
仕
事
を
し
て
い
た
時
に
、
長

岡
高
校
時
代
の
同
級
生
の
青
山
佳
子
さ
ん
（
旧
姓
関
佳
子
さ
ん
）
が
お
母
様
の
書
棚
か
ら
、「
是
非
お

読
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
私
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、『
武
士
の
娘
』
と
私
の
出
会
い
で
し
た
。

こ
う
し
て
い
た
だ
い
た
お
母
様
の
本
に
は
美
し
い
押
し
花
が
挟
ん
で
あ
り
ま
し
た
。

　

一
読
し
て
、
私
は
こ
の
本
に
心
打
た
れ
ま
し
た
。
描
か
れ
て
い
る
自
然
や
日
本
の
伝
統
行
事
の
厳お
ご
そ

か

な
美
し
さ
は
、
懐
し
い
新
潟
の
故
郷
そ
の
も
の
で
し
た
。
登
場
す
る
人
々
の
誠
実
で
慎
ま
し
い
姿
が
、

遠
い
記
憶
の
底
に
う
ち
沈
ん
で
、
気
づ
か
れ
も
し
な
か
っ
た
日
本
人
の
美
徳
を
、
こ
の
時
を
待
っ
て
い

た
か
の
よ
う
に
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
た
気
が
し
ま
し
た
。

『
武
士
の
娘
』
は
、
武
士
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
と
そ
の
家
族
が
い
か
に
自
ら
を
律
し
て
清
廉
に
生
き
た

か
、
人
間
に
対
す
る
思
い
や
り
が
い
か
に
深
か
っ
た
か
、
ま
た
、
身
分
を
超
え
て
、
日
本
人
全
体
が
い

か
に
謙
虚
で
美
し
い
生
き
方
を
全
う
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
か
を
、
改
め
て
教
え
て
く
れ
ま
す
。
十
三

歳
か
ら
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
五
年
間
を
長
岡
で
過
ご
し
た
私
に
と
っ
て
、
鉞
子
の
生
き
た

世
界
は
、
実
際
に
目
で
見
た
風
景
の
よ
う
に
、
耳
で
聞
い
た
さ
ざ
め
き
の
よ
う
に
、
縁ゆ
か
り
の
深
い
も
の
に

感
じ
た
の
で
す
。
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『
武
士
の
娘
』
は
印
象
的
な
こ
と
が
ら
に
満
ち
満
ち
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
胸
に
響
く
の
は
家
族
の
絆

の
深
さ
で
す
。

　

鉞
子
は
母
が
年
老
い
て
き
た
頃
、
娘
二
人
と
と
も
に
、
東
京
に
借
り
た
家
で
母
と
暮
ら
し
始
め
ま
す
。

や
が
て
、
嫁
い
で
い
た
姉
も
合
流
し
、
母
が
亡
く
な
る
ま
で
の
最
後
の
日
々
を
一
緒
に
過
ご
す
の
で
す
。

か
つ
て
の
日
本
人
は
こ
う
し
て
生
涯
を
完
結
さ
せ
た
の
か
と
、
感
銘
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

私
は
今
、
九
十
八
歳
に
な
る
母
と
共
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
仕
事
一
筋
で
生
き
て
き
た
よ
う
な
私
に

と
っ
て
、
母
と
過
ご
す
時
間
は
幸
福
と
楽
し
さ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
貴
重
な
泉
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。

　

今
私
が
感
じ
て
い
る
、
母
と
共
有
す
る
時
間
の
深
い
喜
び
は
、
鉞
子
が
感
じ
て
い
た
充
足
感
や
安
心

感
、
そ
し
て
幸
福
感
と
共
通
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
親
を
大
事
に
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
、

頭
で
理
解
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
喜
び
は
、
実
際
に
暮
ら
し
て
み
て
初
め
て
実
感
で
き
る
も
の
で
す
。

そ
の
深
い
喜
び
と
幸
福
感
は
、
お
そ
ら
く
鉞
子
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
の
日
本
人
全
員
が
知
っ
て
い
た

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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人
生
の
最
期
を
、
心
を
尽
く
し
て
共
に
過
ご
す
。
日
本
人
が
そ
の
尊
さ
や
喜
び
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま

う
と
し
た
ら
、
こ
の
う
え
な
く
、
寂
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
京
に
戻
っ
て
い
る
間
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
育
っ
た
二
人
の
娘
は
、
武
士
の
妻
と
し
て
生
き
抜
い

た
祖
母
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
ま
す
。
娘
た
ち
は
、
家
族
の
歴
史
を
知
る
こ
と
で
日
本
人
が

大
事
に
し
て
き
た
こ
と
は
何
か
を
知
り
、
自
然
に
生
活
態
度
が
変
わ
り
、
人
生
の
価
値
観
に
つ
い
て
も

影
響
を
受
け
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
人
の
生
き
方
の
基
盤
と
し
て
の
日
本
文
明
は
下
の
世
代

へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

子
供
は
両
親
、
祖
父
母
、
さ
ら
に
そ
の
祖
先
の
生
き
て
き
た
道
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
存
在
は
今

一
瞬
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
、
長
い
つ
な
が
り
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
自
分
を
育

ん
だ
時
間
の
流
れ
と
い
う
縦
軸
と
、
今
自
分
が
生
き
て
い
る
社
会
と
い
う
横
軸
が
交
わ
る
と
こ
ろ
で
、

人
間
は
、
自
ら
の
存
在
を
確
認
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
教
育
は
、
日
本
の

過
去
の
一
切
を
否
定
し
、
縦
軸
と
し
て
の
時
間
の
流
れ
を
切
断
し
ま
し
た
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
培
っ

て
き
た
美
し
い
風
習
や
文
明
を
子
供
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
古
き
よ
き

も
の
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
戦
後
の
日
本
人
、
現
代
に
生
き
る
日
本
人
が
拠よ

っ
て
立
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つ
価
値
観
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
不
安
や
迷
い
に
陥
る
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

鉞
子
の
描
い
た
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、
二
十
一
世
紀
を
生
き
る
私
た
ち
に
そ
の
ま
ま
当
て

は
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
物
語
は
私
た
ち
に
、
日
本
人
と
し
て
、
そ
し
て
女
性

と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
力
を
与
え
て
く
れ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
で
は
『
武
士
の
娘
』
を
基
本
に
し
つ
つ
、
か
つ
て
日
本
人
が
身
に
つ
け
て
い
た
美
徳
や
価
値

観
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
書
が
、
日
本
人
の
心
を
次
代
の
日
本
人
に
受
け

継
い
で
い
く
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
、
心
か
ら
願
い
つ
つ
。
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明治人の姿

櫻
井
よ
し
こ

さ
く
ら
い
・
よ
し
こ

新
潟
県
長
岡
市
出
身
。
ハ
ワ
イ
州
立

大
学
歴
史
学
部
卒
業
。
米
紙
「
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
モ
ニ

タ
ー
」
東
京
支
局
員
、
テ
レ
ビ
キ
ャ

ス
タ
ー
な
ど
を
経
て
、
95
年
に
『
エ

イ
ズ
犯
罪 

血
友
病
患
者
の
悲
劇
』

（
中
公
文
庫
）で
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
賞
、
98
年
に
『
日
本
の
危

機
』（
新
潮
文
庫
）
な
ど
一
連
の
言

論
活
動
で
菊
池
寛
賞
を
受
賞
。
そ
の

他
、『
何
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
』（
新

潮
社
）、『
憲
法
と
は
な
に
か
』（
小

学
館
）、『
気
高
く
、
強
く
、
美
し
く

あ
れ
』（
小
学
館
）
な
ど
著
書
多
数
。

07
年
に
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
国
家
基
本

問
題
研
究
所
」
を
設
立
。
理
事
長
と

し
て
政
策
提
言
を
発
信
し
て
い
る
。




