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昭
憲
皇
太
后
と
津
田
梅
子

―
華
族
女
学
校
で
の
接
点
を
中
心
に
―

髙

橋

裕

子

は
じ
め
に

　

昭
憲
皇
太
后
と
津
田
梅
子
（
一
八
六
四
―
一
九
二
九
）
に
は
女
子
教

育
を
軸
と
し
て
少
な
か
ら
ず
接
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
接
点
は
、
津
田

梅
子
が
最
初
の
官
費
女
子
留
学
生
の
一
人
と
し
て
米
国
に
派
遣
さ
れ

る
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
留
学
の
機
会
を
得
た
こ
と
か

ら
、
津
田
梅
子
は
明
治
の
女
子
教
育
を
先
導
す
る
役
割
を
担
う
こ
と

に
な
っ
た
。
洋
装
化
が
始
ま
る
華
族
女
学
校
の
教
員
時
代
に
、
津
田

が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
皇
后
に
謁
見
し
、
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で

そ
の
経
験
を
語
っ
て
い
た
の
か
を
中
心
に
本
稿
で
は
紹
介
し
た
い
（
（
（

。

と
り
わ
け
津
田
梅
子
は
、
米
国
で
の
育
て
の
母
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
帰

国
後
日
記
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
書
簡
に
綴
ら

れ
て
い
た
記
述
を
中
心
に
用
い
る
。

米
国
留
学

　

女
子
留
学
生
の
派
遣
は
、
黒
田
清
隆
や
森
有
礼
の
構
想
に
よ
っ
て

急
遽
決
定
さ
れ
た
。
開
拓
事
業
の
視
察
の
た
め
に
訪
れ
た
米
国
に
お

い
て
、
女
性
の
地
位
の
高
さ
に
衝
撃
を
受
け
た
黒
田
は
、
短
期
間
に

構
想
を
纏
め
て
政
府
に
開
拓
使
建
議
書
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
女
子

留
学
の
必
要
性
を
説
い
た
。
人
材
育
成
の
基
盤
に
は
、
教
育
の
あ
る

母
の
役
割
が
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
開
拓
使
次
官
黒

田
の
建
議
書
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　

人
材
を
生
ず
る
は
子
弟
を
教
育
す
る
に
在
り
。
今
や
欧
米
諸

国
は
、
能
く
子
弟
を
教
育
す
る
も
の
と
謂
う
可
し
。
何
と
な
れ

ば
児
子
猶
ほ
襁
褓
に
在
り
能
く
菽
麦
を
辨
ず
。
是
れ
他
な
し
其

の
母
已
に
学
術
あ
り
、
造
次
顛
沛
、
必
ず
是
に
於
て
す
れ
ば
な

研
究
ノ
ー
ト
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り
、
然
ら
ば
則
ち
女
黌

の
設
け
、
人
材
を
教
育

す
る
の
根
本
に
し
て
、

欠
く
可
ら
ざ
る
の
具
な

り
。
北
海
道
の
如
き
は
、

後
来
必
ず
黌
を
設
け
、

人
材
教
育
の
基
を
立
て

さ
る
可
ら
ず
。
故
に
今
、

幼
稚
の
女
子
を
撰
み
、

欧
米
の
間
に
留
学
せ
し

め
ん
こ
と
を
欲
す
。
其

の
学
資
の
如
き
は
當
使

之
を
措
辨
せ
ん
（
2
（

。

す
な
わ
ち
、
女
性
に
と
っ
て

の
学
術
の
重
要
性
が
開
拓
事

業
の
推
進
の
た
め
に
も
承
認

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

　

二
度
目
の
急
募
で
選
ば
れ

た
五
人
は
一
四
歳
か
ら
六
歳

ま
で
の
少
女
た
ち
だ
っ
た
。

最
年
少
が
六
歳
の
津
田
梅
子
。

約
一
一
年
間
の
米
国
留
学
を

経
験
し
、
生
涯
を
通
し
て
支
え
合
う
こ
と
に
な
る
山
川
捨
松
（
一
一

歳
）、
永
井
繁
子
（
八
歳
）
も
五
人
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

　

一
八
七
一
年
一
二
月
二
三
日
、
五
人
の
少
女
は
岩
倉
使
節
団
に
伴

わ
れ
て
渡
米
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
出
発
の
数
日
前
に
、
皇
后
に
謁

見
し
、
沙
汰
書
と
と
も
に
紋
ち
り
め
ん
一
疋
、
菓
子
一
折
を
賜
っ
た
。

士
族
の
娘
と
し
て
は
初
め
て
の
謁
見
だ
っ
た
と
い
う
。
沙
汰
書
に
は

次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

其
方
女
子
に
し
て
洋
学
修
行
の
志
、
誠
に
神
妙
の
事
に
候
。

追
々
女
学
御
取
建
の
儀
に
候
へ
ば
、
成
業
帰
朝
の
上
は
婦
女
の

模
範
と
も
相
成
候
様
心
掛
、
日
夜
勉
励
可
致
事
。

　

こ
れ
ら
女
子
留
学
生
が
留
学
期
間
を
終
え
て
帰
国
し
た
際
に
は
、

女
性
の
模
範
と
な
る
べ
く
、
米
国
で
勉
学
に
精
進
す
る
こ
と
へ
の
期

待
が
沙
汰
書
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
の
こ
と
に
つ
い
て
、
梅

子
は
二
五
年
以
上
も
時
が
経
過
し
た
一
八
九
七
年
、『
シ
カ
ゴ
・
レ

コ
ー
ド
』（The C

hicago Record

）
と
い
う
米
国
の
新
聞
に
、
自
身
の

留
学
の
経
緯
や
初
期
の
留
学
体
験
も
含
め
て
「
解
放
さ
れ
る
日
本
の

女
性
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
た
（
（
（

。
そ
の
中
に
は
、
皇
后
か
ら

賜
っ
た
「
も
っ
と
も
貴
い
」
沙
汰
書
に
、「
わ
が
国
の
女
性
の
た
め

に
外
国
に
行
き
、
学
問
を
修
め
る 

（go abroad to study for the good of 

our countryw
om

en

）
こ
と
を
命
ず
る
慈
悲
深
い
お
言
葉
が
あ
っ
た
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
宮
城
へ
の
参
内
後
、
芝
の
日
陰
町
で
五
人
の

少
女
は
記
念
写
真
を
撮
影
し
た
。
そ
れ
が
左
の
写
真
で
あ
る
。

「留学許可状」
（津田塾大学津田梅子資料室所蔵）

「沙汰書」（津田塾大学津田梅子資料室所蔵）
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官
費
留
学
生
と
し
て
一
一
年
間
に
わ
た
っ
て
政
府
か
ら
厖
大
な
投

資

―
一
年
に
一
人
千
円
と
言
わ
れ
て
い
る

―
を
受
け
た
こ
と
は

父
津
田
仙
が
梅
子
に
何
度
も
語
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
が
、
留
学
前

の
こ
の
よ
う
な
皇
后
謁
見
の
機
会
も
、
津
田
梅
子
に
女
子
留
学
生
派

遣
が
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
促
し
、
強
い

国
家
意
識
を
内
面
化
さ
せ
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
。
女
子
留
学
生
も

男
子
留
学
生
と
同
様
に
、
官
費
留
学
を
通
し
て
得
た
収
穫
を
日
本
社

会
に
還
元
す
る
と
い
う
使
命
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
女
子
留

学
生
に
と
っ
て
は
帰
国
後
の
活
躍
の
場
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た

の
が
現
実
だ
っ
た
。
留
学
先
で
期
待
さ
れ
て
い
た
学
習
内
容
も
含
め

華
族
女
学
校

　

一
一
年
間
の
留
学
を
終
え
て
一
八
八
二
年
に
帰
国
し
た
山
川
捨
松

と
津
田
梅
子
は
、
開
拓
使
も
廃
止
さ
れ
留
学
の
成
果
を
発
揮
す
る
受

け
皿
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
愕
然
と
し
た
。
繁
子
は
す
で
に

婚
約
し
て
い
た
が
、
捨
松
と
梅
子
の
二
人
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
も
伴
い
、
結
婚
か
職
業
か
と
い
う
岐
路
に
立
た
さ
れ
、
身
の
振
り

方
に
焦
燥
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
捨
松
は
帰
国
後
一
年
以

内
に
大
山
巌
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
津
田
梅
子
は
細
々
と

で
も
教
職
の
道
を
探
り
続
け
る
決
断
を
し
た
。
一
七
歳
で
帰
国
し
た

梅
子
は
、
自
身
の
意
に
沿
わ
な
い
結
婚
を
す
る
こ
と
に
納
得
で
き
な

か
っ
た
し
、
両
親
も
結
婚
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
は
し
な
か
っ
た
。

い
く
つ
か
の
学
校
で
英
語
を
教
え
、
伊
藤
博
文
家
で
住
み
込
み
の
家

庭
教
師
兼
通
訳
を
し
た
梅
子
は
、
帰
国
し
て
か
ら
ほ
ぼ
三
年
経
過
し

た
後
に
、
華
族
女
学
校
で
準
奏
任
官
と
し
て
活
躍
の
場
が
与
え
ら
れ

た
。
梅
子
は
、
一
八
八
五
年
九
月
に
華
族
女
学
校
に
教
授
補
と
し
て

奉
職
す
る
。
伊
藤
博
文
か
ら
依
頼
さ
れ
、
設
立
準
備
委
員
の
一
人
と

な
っ
た
捨
松
に
と
っ
て
も
、
華
族
女
学
校
は
留
学
の
成
果
を
発
揮
す

る
好
機
と
な
っ
た
。

　

梅
子
は
華
族
女
学
校
で
授
業
参
観
や
学
事
に
関
す
る
式
等
で
美
子

皇
后
に
謁
見
す
る
機
会
を
何
度
も
持
っ
た
。
一
八
八
五
年
一
一
月
に

は
華
族
女
学
校
の
開
校
式
が
開
催
さ
れ
た
。
津
田
梅
子
か
ら
育
て
の

「最初の女子留学生」
　右側から吉益亮子、津田梅子、山川捨松、永井繁
子、上田貞子。（津田塾大学津田梅子資料室所蔵）

て
、
そ
の
点
が
男
子

留
学
生
の
場
合
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い

た
。
女
子
留
学
生
の

米
国
派
遣
は
入
念
に

計
画
さ
れ
た
も
の
で

な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、

い
き
あ
た
り
ば
っ
た

り
の
側
面
が
多
か
っ

た
。
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母
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
宛
て
た
書
簡
（
一
八
八
五
年
一
一
月
二
〇
日
付
）

に
は
、
開
校
式
の
手
前
で
、
美
子
皇
后
の
授
業
参
観
へ
の
対
応
を
幾

度
も
教
示
さ
れ
、
生
徒
に
も
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
せ
る
か
を
指
示
さ

れ
て
い
た
が
、
生
徒
の
方
が
こ
の
よ
う
な
応
対
に
は
明
る
い
の
で
、

教
員
で
あ
る
梅
子
自
身
が
生
徒
に
作
法
を
教
え
る
の
は
お
か
し
い
と

さ
え
述
べ
て
い
る
。
挨
拶
、
お
辞
儀
の
仕
方
な
ど
が
よ
く
飲
み
込
め

て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
経
験
し

た
こ
と
が
書
簡
に
は
淡
々
と
綴
ら
れ
て
い
た
。
英
語
の
授
業
に
つ
い

て
も
参
観
が
実
施
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
美
子
皇
后
の
興
味
を
引
く
も

の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
式
で
美
子
皇
后
が
立
ち
上
が
っ
て
読
み

上
げ
た
「
お
言
葉
」
に
つ
い
て
も
「
ほ
ん
の
少
し
だ
け
理
解
で
き

た
」
と
あ
り
、「
女
子
の
教
育
、
学
校
の
必
要
性
、
教
員
と
生
徒
が

と
も
に
精
進
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
と
梅
子
は
ラ
ン
マ

ン
夫
人
に
説
明
し
た
（
（
（

。
ま
た
、
一
八
八
六
年
二
月
一
一
日
の
書
簡
に

は
、
事
前
の
予
告
な
し
に
美
子
皇
后
の
華
族
女
学
校
へ
の
行
啓
が
あ

り
、
男
性
の
高
官
か
ら
新
年
の
贈
り
物
（
白
の
絹
生
地
）
が
平
服
の

教
員
に
手
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
5
（

。
日
記
の
よ
う
な
梅
子

の
書
簡
か
ら
、
美
子
皇
后
の
華
族
女
学
校
へ
の
行
啓
が
頻
繁
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。

洋
装
化

　

津
田
梅
子
は
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
美
子
皇
后

や
女
官
の
洋
装
に
つ
い
て
何
度
か
率
直
な
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
一

八
八
六
年
七
月
一
日
に
は
、「
洋
装
が
宮
廷
に
導
入
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
注
文
し
た
皇
后
の
衣
装
は

も
う
す
ぐ
届
く
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
本
当
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
私

ほ
ど
残
念
に
思
っ
て
い
る
者
は
い
ま
せ
ん
。」
と
書
い
て
い
る
。
西

欧
の
も
の
ま
ね
と
笑
い
物
に
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
梅
子
は
、

洋
装
は
男
性
だ
け
で
十
分
で
、
女
性
ま
で
も
が
洋
装
す
る
こ
と
に
強

い
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た
。「
す
べ
て
伊
藤
氏
が
行
っ
て
い
る
こ
と

な
の
で
す
。
彼
は
行
き
過
ぎ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
彼

に
伝
え
た
い
の
で
す
が
、
機
会
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。」
と
梅

子
は
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
打
ち
明
け
た
（
（
（

。

　

ア
メ
リ
カ
の
家
庭
で
育
ま
れ
た
梅
子
自
身
、
官
費
を
投
資
さ
れ
た

留
学
生
で
あ
る
い
う
責
務
か
ら
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
強
く
内
面
化
し
て
い
た
が
、
同
時
に
、
日
本
に
帰
国
し
た
と

き
に
は
日
本
語
を
喪
失
し
、
日
本
文
化
の
深
い
理
解
も
ま
ま
な
ら
な

か
っ
た
。
当
時
の
米
国
の
白
人
中
産
階
級
の
「
レ
デ
ィ
」
と
し
て
の

ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
身
に
付
け
る
環
境
に
置
か
れ
た
津
田
梅
子
は
、
こ
の

よ
う
な
逆
説
的
な
日
米
両
文
化
の
相
克
に
直
面
し
な
が
ら
生
涯
を
送

る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
最
も
伝
統
的
だ

と
思
っ
て
い
た
部
分
が
、
し
か
も
梅
子
自
身
が
理
解
で
き
る
女
性
の

身
体
が
、
西
欧
化
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
抵
抗
感
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷
の
様
式
を
採
用
す
る
こ
と
を
聞
い
て
い
た
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梅
子
は
、
と
り
わ
け
日
本
女
性
が
深
い
襟
ぐ
り
に
し
、
ウ
エ
ス
ト
を

絞
り
上
げ
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
訴
え
た
（
（
（

。

　

美
子
皇
后
の
洋
装
が
国
家
的
な
戦
略
の
も
と
で
構
想
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
若
桑
み
ど
り
が
精
緻
な
リ
サ
ー
チ
に
基
づ
い
た
『
皇
后
の

肖
像
』
の
中
で
詳
ら
か
に
し
て
い
る
（
（
（

。
同
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
六

年
「
七
月
三
十
日
、
皇
后
は
は
じ
め
て
洋
装
で
華
族
女
学
校
に
行

啓
」
と
あ
る
（
（
（

。
同
年
八
月
一
日
付
の
梅
子
の
書
簡
に
、「
洋
装
の
流

行
を
私
は
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皇
后
は
洋
装
が
と

て
も
お
似
合
い
で
し
た
。」
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
で
、
皇
后
の
初

め
て
の
洋
装
に
、
梅
子
は
華
族
女
学
校
の
一
教
員
と
し
て
接
す
る
機

会
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
洋
装
の
伊
藤
夫
人
も
同
席
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
、
仕
え
て
い
た
女
官
た
ち
は
ま
だ
洋
装
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
洋
装
を
始
め
る
こ
と
を
耳
に
し
て

い
た
よ
う
だ
。「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
ん
て
愚
か
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。」
と
梅
子
は
忌
憚
な
い
意
見
を
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
表
明
し

た
（
（（
（

。

　
「
天
皇
・
皇
后
の
洋
装
肖
像
の
創
出
が
、
日
本
の
『
文
明
』
を
眼

に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
か
つ
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う

に
、『
国
民
』
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
以
上
に
、
ま
ず
西
欧
列

強
に
対
し
自
ら
の
文
明
を
視
角
化
し
、
こ
れ
を
説
得
す
る
た
め
の
必

須
条
件
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
若
桑
は
、
皇
后
の
大
礼
服
に
か

か
っ
た
費
用
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
注
文
さ
れ
た
皇
后
の
大
礼
服
は
総
額
お
よ
そ
十
三
万

円
だ
っ
た
。
総
理
大
臣
年
俸
一
万
円
、
鹿
鳴
館
総
工
費
十
八
万

円
だ
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、
皇
后
の
大
礼
服
は
、
一
戸
の
大
建
造

物
を
つ
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
英
断
を
必
要
と
し
た
国
策
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
（
（（
（

。

　

日
本
の
国
際
政
策
の
一
環
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
皇
后
の
洋
装

化
を
目
の
当
た
り
に
し
た
梅
子
の
反
応
が
、
同
じ
船
に
の
っ
て
米
国

に
渡
り
、
ま
た
住
み
込
み
で
家
庭
教
師
兼
通
訳
ま
で
し
た
伊
藤
博
文

へ
の
直
截
な
批
判
と
な
っ
て
噴
出
し
て
い
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。

　

一
八
八
六
年
一
一
月
二
三
日
付
で
梅
子
が
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
宛
て

た
書
簡
に
は
、
華
族
女
学
校
で
の
昇
格
と
昇
給
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
る
。
準
奏
任
官
か
ら
奏
任
官
に
昇
格
し
、
年
俸
が
五
〇
〇
円
に

な
っ
た
と
い
う
「
ニ
ュ
ー
ス
」
を
知
ら
せ
て
い
る
。
一
年
も
経
た
な

い
う
ち
に
昇
給
が
あ
っ
た
教
員
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う

で
、
下
田
歌
子
と
津
田
梅
子
だ
け
が
奏
任
官
に
あ
た
る
女
性
で
あ
り
、

き
わ
め
て
名
誉
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
一
方
で
、「
お
そ
ら

く
伊
藤
氏
は
洋
装
に
お
金
が
か
か
る
こ
と
を
理
解
し
始
め
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
奥
様
や
お
嬢
様
達
が
洋
装
を
取
り
入
れ
た
の
で
、
洋
装

を
す
る
に
は
、
月
給
三
五
円
で
は
少
な
す
ぎ
る
と
気
付
い
た
の
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
昇
給
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
洋
装
化
を
推

進
す
る
伊
藤
に
皮
肉
め
い
た
解
釈
も
記
し
て
い
た
（
（（
（

。

　

一
八
八
七
年
一
月
一
四
日
付
の
書
簡
に
は
、
新
年
の
行
事
で
の
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「
荘
厳
に
見
え
た
」
皇
后
の
洋
装
に
つ
い
て
伝
聞
し
た
こ
と
と
し
て

コ
メ
ン
ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
取
り
寄
せ
ら
れ

た
毛
皮
や
レ
ー
ス
が
あ
し
ら
わ
れ
た
フ
ル
ト
レ
イ
ン
の
ド
レ
ス
だ
け

で
二
万
ド
ル
は
か
か
り
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
や
宝
石
類
も
荘
厳
だ
っ
た

と
い
う
説
明
の
後
、「
私
が
た
だ
懸
念
す
る
の
は
過
度
な
浪
費
に

な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
貧
し
い
国
で
す

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
支
出
に
耐
え
ら
れ
ず
、
貧
し
い
人
々
が
困
窮
し

て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
思
い
ま
す
（
（（
（

。」
と
梅
子
は
思
い
の
丈

を
打
ち
明
け
た
。
宮
中
で
の
新
年
の
行
事
に
参
列
し
た
女
性
は
洋
装

を
し
た
が
、
多
く
は
謁
見
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
洋
装
が
な
い
た
め
出

ら
れ
な
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
梅
子
自
身
も
参
列
が
要
請
さ
れ

た
場
合
に
は
ふ
さ
わ
し
い
ド
レ
ス
が
必
要
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も

高
価
な
も
の
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
に
は
行
か
な
い
で
、
華

族
女
学
校
の
よ
う
な
も
っ
と
非
公
式
な
場
で
謁
見
す
る
こ
と
で
控
え

て
お
き
た
い
と
憶
断
を
下
し
た
。
国
家
行
事
で
宮
中
に
参
内
す
る
場

合
、
正
装
用
の
宮
中
用
の
洋
装
が
必
要
と
な
る
の
で
、
多
く
の
女
性

が
恐
れ
を
な
し
て
い
る
し
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
洋
装
を
採
用
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に
は
自
由
な

批
判
を
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。「
彼
ら
は
（
筆
者
註
：
伊
藤
を
始
め
と

す
る
政
府
関
係
者
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）、
ど
う
し
て
洋
服
で
は

な
く
て
学
校
や
社
会
を
改
善
す
る
こ
と
を
考
え
な
い
の
だ
ろ
う
。
和

服
は
と
て
も
美
し
い
の
に
、
多
く
の
人
々
の
話
を
聞
く
に
つ
け
、
私

は
そ
の
こ
と
が
本
当
に
残
念
だ
。」
と
（
（（
（

。

　

一
八
八
七
年
七
月
二
〇
日
付
書
簡
に
は
華
族
女
学
校
の
終
業
式
に

つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
式
に
皇
后
、
政
府
高
官
、
伊
藤
夫
人
ら
が

臨
席
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
生
徒
、
宮
中
の
方
々
、
来
訪

者
、
皆
が
洋
装
で
、「
皇
后
は
薄
い
ピ
ン
ク
の
絹
を
着
用
さ
れ
本
当

に
よ
く
お
似
合
い
で
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
（
（（
（

。

　

一
年
間
千
円
と
い
う
官
費
を
費
や
さ
れ
た
最
年
少
の
女
子
留
学
生

と
し
て
六
歳
か
ら
一
七
歳
ま
で
の
一
一
年
と
い
う
時
間
を
米
国
で
過

ご
し
た
津
田
梅
子
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
産
階
級
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
身

に
付
け
、
洋
装
に
慣
れ
親
し
ん
だ
者
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
国
粋
主

義
者
や
あ
る
い
は
欧
化
主
義
者
を
含
む
日
本
の
人
々
と
は
異
な
る
理

解
と
感
性
を
洋
装
に
対
し
て
持
っ
て
お
り
、
西
欧
か
ら
の
批
判
に
つ

い
て
も
高
い
ア
ン
テ
ナ
と
語
学
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
米
国

で
の
育
て
の
母
へ
の
私
信
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
に
お
い
て
、
洋
装

化
を
め
ぐ
っ
て
自
由
な
批
評
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
京
慈
恵
医
院
（
有
志
共
立
東
京
病
院
）
開
院
式
行
啓

　

一
八
八
七
年
五
月
一
三
日
付
の
津
田
梅
子
か
ら
ラ
ン
マ
ン
夫
人
に

宛
て
た
書
簡
に
は
、
美
子
皇
后
の
東
京
慈
恵
医
院
開
院
式
行
啓
（
一

八
八
七
年
五
月
九
日
）
に
つ
い
て
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
。

　

一
昨
日
、
婦
人
慈
善
会
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
病
院
へ
の
皇

后
の
行
啓
が
あ
り
ま
し
た
。
婦
人
慈
善
会
は
二
度
バ
ザ
ー
を
開
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催
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
よ
ね
。
慈
善
会
の
女
性
全
員
が
招

待
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
私
も
何
人
か
の
女
性
た
ち
と
ご
一
緒
に

参
り
ま
し
た
。
…
…
皇
后
は
す
べ
て
の
病
棟
を
見
学
さ
れ
す
べ

て
の
患
者
と
建
物
を
見
て
回
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
未
だ

か
つ
て
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
と
て
も
長
く
滞

在
さ
れ
ま
し
た
し
、
改
築
は
予
定
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す

が
、
そ
れ
ほ
ど
き
れ
い
で
も
な
い
建
物
の
す
べ
て
を
私
達
も
皆

見
て
回
っ
た
の
で
す
。
慈
善
で
成
り
立
っ
て
い
る
医
院
な
の
で
、

社
会
の
底
辺
の
本
当
に
貧
し
い
方
々
を
始
め
と
し
て
、
い
ろ
い

ろ
な
人
々
が
入
院
し
て
い
ま
す
。
皇
后
は
そ
の
よ
う
な
方
々
お

一
人
お
ひ
と
り
す
べ
て
に
お
会
い
に
な
っ
た
の
で
す
。
本
当
に

あ
ま
り
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
私
自
身
、
病
を
患
っ
て
い
る
方

達
に
お
会
い
す
る
の
は
あ
ま
り
楽
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
（
（（
（

。

　

若
い
ア
メ
リ
カ
人
女
性
が
記
し
た
よ
う
な
感
想
だ
が
、
こ
の
時
津

田
梅
子
は
二
二
歳
で
あ
る
。
看
護
事
業
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た

捨
松
が
推
進
し
た
「
鹿
鳴
館
慈
善
バ
ザ
ー
」
は
、
伊
藤
夫
人
や
梅
子

も
協
力
し
、
一
八
八
四
年
に
開
催
さ
れ
た
（
（（
（

。
そ
の
バ
ザ
ー
で
得
ら
れ

た
収
益
の
全
額
が
、
有
志
共
立
東
京
病
院
に
寄
付
さ
れ
た
経
緯
が
あ

る
。
当
時
の
梅
子
の
記
録
か
ら
、
貧
し
く
、
病
む
者
一
人
ひ
と
り
に

配
慮
す
る
皇
后
の
行
動
に
社
会
福
祉
へ
の
関
心
の
高
さ
が
見
て
取
れ

る
。

ア
リ
ス
・
ベ
ー
コ
ン

　

一
八
八
八
年
に
は
山
川
捨
松
の
留
学
時
の
ホ
ス
ト
シ
ス
タ
ー
で

あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
の
ア
リ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
が
、
華
族
女
学
校

に
招
聘
さ
れ
一
年
間
教
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス

は
梅
子
と
一
軒
家
を
借
り
、
半
分
は
西
洋
式
に
、
半
分
は
和
式
に
し

て
暮
ら
し
た
。
ア
リ
ス
が
日
本
で
経
験
し
た
こ
と
は
家
族
に
手
紙
で

知
ら
さ
れ
、
後
に
、A Japanese Interior

（『
華
族
女
学
校
教
師
の
見

た
明
治
日
本
の
内
側
』
久
野
明
子
訳
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
（
（（
（

。
ア
リ
ス

は
、
日
本
の
文
化
や
習
慣
に
つ
い
て
、
同
居
し
て
い
た
梅
子
や
ホ
ス

ト
シ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
捨
松
か
ら
様
々
な
説
明
や
助
言
を
得
て
い
た

こ
と
が
本
書
か
ら
窺
え
る
。
ア
リ
ス
が
教
員
を
し
て
い
た
時
に
も
皇

后
の
行
啓
が
あ
り
、
そ
の
日
の
こ
と
が
本
書
に
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
ア
リ
ス
が
皇
后
に
つ
い
て
、「
彼
女
の
顔
は
、

私
に
は
と
て
も
悲
し
そ
う
で
、
何
か
を
耐
え
忍
ん
で
い
る
よ
う
に
さ

え
見
ま
し
た
。
彼
女
は
知
性
が
高
く
、
力
強
く
、
す
ば
ら
し
い
性
格

の
方
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
（（
（

。」
と
記
し
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
。

　

ア
リ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
華
族
女
学
校
で
の
一
年
の
任
期
を
終
え
、

一
八
八
九
年
に
米
国
に
戻
っ
た
が
、
二
度
目
の
留
学
を
果
た
し
た
津

田
梅
子
を
一
八
九
〇
年
の
夏
の
間
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
ハ
ン
プ
ト
ン
の

自
宅
に
呼
び
寄
せ
、
梅
子
の
協
力
を
得
てJapanese G

irls and 

W
om

en

（『
明
治
日
本
の
女
た
ち
』
矢
口
祐
人
・
砂
田
恵
理
加
訳
）
を
著
し
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た
。
本
書
に
は
、「
宮
廷
の
世
界
」
と
い
う
一
章
が
設
け
ら
れ
て
い

る
（
（（
（

。
共
著
者
と
し
て
背
表
紙
等
に
津
田
梅
子
の
名
前
は
掲
載
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
ア
リ
ス
は
印
税
を
折
半
し
、
遺
言
に
は
本
書
の
著
作

権
を
梅
子
に
と
述
べ
る
ほ
ど
、
共
同
作
業
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
著

書
で
あ
る
。
本
書
は
、
英
語
圏
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
日
本
女
性
に

つ
い
て
の
最
初
の
図
書
で
あ
り
、
一
三
版
ま
で
増
刷
が
繰
り
返
さ
れ
、

米
国
等
に
お
い
て
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
。
改
訂
版
の
当
該
の
章
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一
八
七
一
年
、
日
本
の
将
来
を
担
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育

を
受
け
る
た
め
に
、
士
族
出
身
の
五
人
の
少
女
が
ア
メ
リ
カ
へ

留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
皇
后
は
離
日
直
前
の
彼
女
た
ち

に
謁マ

見マ

し
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
間
、
皇
后
は
変
化
と
進
歩
を

続
け
る
社
会
の
中
で
、
常
に
日
本
女
性
の
地
位
向
上
の
た
め
に

尽
力
さ
れ
て
き
た
。
宮
中
で
保
守
派
と
改
革
派
の
激
し
い
攻
防

が
続
く
な
か
、
彼
女
が
日
々
ど
れ
ほ
ど
の
苦
労
を
強
い
ら
れ
て

い
る
か
は
、
宮
廷
の
内
情
に
通
じ
る
者
の
み
が
知
っ
て
い
る
。

天
皇
、
皇
后
の
周
囲
に
い
る
者
は
、
卑
し
く
て
些
細
な
嫉
妬
心

に
か
ら
れ
て
行
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
皇
后
の
ち
ょ
っ
と
し
た

一
言
や
行
為
を
、
自
分
に
都
合
よ
い
よ
う
に
利
用
し
よ
う
と
す

る
。
け
っ
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
取
り
巻
き

の
な
か
で
、
無
用
な
対
立
を
避
け
つ
つ
、
社
会
の
進
歩
の
た
め

に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け
る
の
は
、
戦
争
で
勝
利
を
お
さ
め
る

よ
り
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
皇
后
は
い
つ
も
忍

耐
強
く
、
深
い
思
い
や
り
と
愛
情
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
す
て
き
な
お
人
柄
に
ま
つ
わ
る
逸
話
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
、
国
民
の
敬
愛
を
集
め
て
い
る
（
（（
（

。

　

津
田
梅
子
は
、
下
田
歌
子
と
と
も
に
華
族
女
学
校
の
奏
任
官
の
教

員
と
し
て
、
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
「
宮
廷
の
内
情
」
の
近
距
離
に

置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
捨
松
の
姉
・
操
が
美
子
皇
后
の

女
官
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
リ
ス
と
梅
子
は
捨
松
を
通
し
て

も
得
ら
れ
た
情
報
を
以
上
の
よ
う
な
言
説
と
し
て
纏
め
、
英
語
圏
の

読
者
に
、「
日
本
女
性
の
地
位
向
上
」
の
推
進
者
と
し
て
皇
后
を
位

置
付
け
、
発
信
し
た
。
こ
の
後
に
、
い
く
つ
か
具
体
的
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
「
そ
の
す
て
き
な
お
人
柄
に
ま
つ
わ
る
逸
話
」
も
示
唆
に
富

む
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

お
わ
り
に
―
津
田
梅
子
の
決
断

　

津
田
梅
子
の
生
涯
に
は
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
岐
路
が
あ
っ
た
。

華
族
女
学
校
に
関
し
て
言
え
ば
、
以
下
の
二
つ
の
時
点
で
、
梅
子
自

身
、
大
き
な
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ

ら
は
、
華
族
女
学
校
か
ら
有
給
の
研
修
期
間
を
得
て
二
度
目
の
留
学

で
ブ
リ
ン
マ
ー
大
学
に
学
ん
だ
際
、
帰
国
前
の
一
八
九
二
年
、
生
物

学
の
研
究
者
と
し
て
ブ
リ
ン
マ
ー
大
学
に
残
る
ポ
ス
ト
を
恩
師
の

Ｍ
・
ケ
ア
リ
・
ト
マ
ス
先
生
か
ら
提
案
さ
れ
た
と
き
、
そ
し
て
も
う
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一
つ
は
、
一
九
〇
〇
年
、
高
給
と
高
い
官
職
の
地
位
を
約
束
す
る
華

族
女
学
校
を
辞
し
て
で
も
、
自
分
自
身
の
教
育
方
針
に
則
っ
た
私
塾

を
創
設
す
る
と
き
で
あ
る
。
梅
子
は
、
前
者
に
お
い
て
は
、
ブ
リ
ン

マ
ー
大
学
で
の
恩
師
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
先
生
を
憤
慨
さ
せ
華
族
女
学

校
に
戻
る
選
択
を
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
華
族
女
学
校
関
係
者
と

多
く
の
軋
轢
を
経
験
し
、
本
校
を
去
る
決
断
を
し
た
。

　

最
終
的
に
津
田
梅
子
は
、
二
度
の
米
国
留
学
の
経
験
を
経
て
、
黒

田
清
隆
、
森
有
礼
、
あ
る
い
は
伊
藤
博
文
等
の
明
治
の
男
性
指
導
層

に
は
構
想
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
、
新
た
な
女
性
の
役
割
を
先
導
し
、

経
済
的
に
も
自
立
で
き
る
女
性
の
育
成
を
自
身
の
私
塾
で
展
開
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
。
美
子
皇
后
の
尽
力
に
つ
い
て
、「
社
会
の
進
歩

の
た
め
に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け
る
の
は
、
戦
争
で
勝
利
を
お
さ
め

る
よ
り
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
上
記
の
著
書
で
梅
子
の
盟
友
ア

リ
ス
は
断
言
し
た
。
一
九
〇
〇
年
七
月
、
梅
子
は
「
退
路
を
断
っ

て
」、
一
五
年
間
奉
職
し
た
華
族
女
学
校
を
辞
し
た
。
そ
の
直
後
、

ブ
リ
ン
マ
ー
大
学
時
代
の
友
人
や
恩
師
宛
の
書
簡
の
中
で
、
保
守
主

義
や
官
僚
主
義
に
決
別
で
き
る
喜
び
に
加
え
て
、「
自
分
で
正
し
い
、

真
実
と
思
う
こ
と
に
基
づ
い
て
行
動
で
き
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
嬉
し

い
こ
と
か
」
と
、「
自
由
」
を
謳
歌
す
る
言
葉
を
綴
っ
た
（
（（
（

。

　

こ
の
決
断
は
、
合
計
す
る
と
一
五
年
間
に
渡
る
米
国
留
学
や
渡
英

生
活
で
吸
収
し
た
欧
米
の
「
文
明
」
を
め
ぐ
る
彼
女
な
り
の
果
実
を
、

明
治
政
府
や
教
育
界
の
男
性
指
導
者
の
思
惑
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
自
分
自
身
が
「
正
し
い
」
と
思
う
方
法
で
、
確
実
に
日
本
の
女

性
た
ち
に
届
け
た
い
と
い
う
津
田
梅
子
の
強
い
意
思
の
表
れ
で
も

あ
っ
た
。「
日
本
女
性
の
地
位
の
向
上
」
の
牽
引
者
と
し
て
美
子
皇

后
を
敬
愛
し
な
が
ら
も
、
三
五
歳
の
津
田
梅
子
は
華
族
女
学
校
教
授

と
い
う
官
の
身
分
を
離
れ
て
、
民
の
立
場
か
ら
私
塾
を
創
設
し
、
残

り
の
半
生
を
賭
け
て
女
子
教
育
に
尽
力
し
よ
う
と
き
っ
ぱ
り
と
決
意

し
た
の
だ
っ
た
。
奇
し
く
も
二
〇
一
四
年
は
、
津
田
梅
子
生
誕
一
五

〇
周
年
の
年
に
当
た
る
。

註（（
）　

津
田
梅
子
の
米
国
留
学
の
経
緯
等
に
つ
い
て
詳
細
は
、
拙
著
『
津

田
梅
子
の
社
会
史
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　
「
開
拓
使
建
議
書
」
津
田
塾
大
学
編
『
津
田
梅
子
文
書
』
改
訂
版
、

津
田
塾
大
学
、
一
九
八
四
年
、
八
二
頁
。

津田梅子
女子英学塾 開校当時の肖像

（1901 年頃）
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（
（
）　“Japanese W

om
en Em

ancipated: The Leavetaking from
 W

hich 
D

ates the Larger Liberty of the Sex,” The C
hicago Record, 

February 27, 1897,

『
津
田
梅
子
文
書
』
七
七
―
八
四
頁
。

（
（
）　

The Attic Letters: U
m

e Tsuda’s C
orrespondence to H

er 
Am

erican M
other ed. Y

oshiko Furuki et al., (N
ew

 Y
ork: 

W
eatherhill, 1991), pp. 230-231.

（
5
）　The Attic Letters, p. 240.

（
（
）　The Attic Letters, pp. 253-254.

（
（
）　The Attic Letters, p. 253.

（
（
）　

若
桑
み
ど
り
『
皇
后
の
肖
像
―
昭
憲
皇
太
后
の
表
象
と
女
性
の
国

民
化
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
（
）　

若
桑
『
皇
后
の
肖
像
』
五
六
頁
。

（
（0
）　The Attic Letters, p. 256.

（
（（
）　

若
桑
『
皇
后
の
肖
像
』
五
八
頁
。

（
（2
）　The Attic Letters, pp. 268-269.

（
（（
）　The Attic Letters, p. 274.

（
（（
）　The Attic Letters, pp. 274-275.

（
（5
）　The Attic Letters, pp. 292-293.

（
（（
）　The Attic Letters, p. 287.

（
（（
）　

久
野
明
子
『
鹿
鳴
館
の
貴
婦
人
大
山
捨
松
―
日
本
初
の
女
子
留
学

生
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
一
八
二
―
一
八
九
頁
。

（
（（
）　 A

lice M
abel B

acon, A Japanese Interior (B
oston: H

oughton, 
M

ifflin, 1893).

（
（（
）　

ア
リ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
『
華
族
女
学
校
教
師
の
見
た
明
治
日
本
の
内

側
』（
久
野
明
子
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
一
四
八
―

一
五
四
頁
。

（
20
） 　

前
掲
書
、
一
五
二
頁
。

（
2（
）　 A

lice M
abel B

acon, Japanese G
irls and W

om
en (B

oston: 
H

oughton, M
ifflin, 1891, 1902).

翻
訳
書
は
、
一
九
〇
二
年
の
改

訂
版
を
底
本
に
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
『
明
治
日
本
の

女
た
ち
』（
矢
口
祐
人
・
砂
田
恵
理
加
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇

〇
三
年
）。

（
22
）　

ベ
ー
コ
ン
『
明
治
日
本
の
女
た
ち
』
一
二
五
―
一
二
六
頁
。
本
引

用
の
後
半
部
分
は
改
訂
版
の
註
の
中
で
補
足
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）　A

bby &
 Em

ily

へ
の
書
簡
（
一
九
〇
〇
年
八
月
六
日
付
）、『
津
田

梅
子
文
書
』
三
七
五
頁
、M

iss Thom
as

へ
の
書
簡
（
一
九
〇
〇

年
八
月
九
日
）
同
書
、
三
八
九
―
三
九
〇
頁

（
津
田
塾
大
学
学
芸
学
部
教
授
）


