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１ 

福
沢
諭
吉
は
、
「s

o
c
ie

ty

」
を
、
初
め
の
頃
は
そ
の
ま
ま
「
ソ
サ
エ
チ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
、
「
仲
間
連
中
」

と
訳
し
、
こ
れ
で
は
馴
染
ま
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
「
社
会
」
と
い
う
言
葉
に
訳
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
哲
学
」
と
い
う
の
も
翻
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
西
周
の
造
語
で
あ
る
が
、
彼

は
、「p

h
ilo

s
o
p

h
y

」
を
「
愛
智
」
、「
希
哲
学
」、
そ
し
て
最
後
に
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
定
着
さ
せ
た
。
江

戸
時
代
や
明
治
時
代
の
医
者
や
思
想
家
、
哲
学
者
は
、
日
本
に
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
概
念
や
考
え
方
を
日

本
に
根
付
か
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。 

 

２ 

そ
の
た
め
に
は
、
発
音
を
そ
の
ま
ま
〈
カ
タ
カ
ナ
〉
で
書
く
カ
タ
カ
ナ
語
で
は
だ
め
だ
と
考
え
て
い
た
。
カ
タ
カ

ナ
語
で
は
我
が
国
の
文
化
に
異
質
の
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、〈
ひ
ら
が
な
〉
で
は

深
い
思
想
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
意
味
を
彷
彿
さ
せ
る
漢
語
が
最
も
適
当
で
あ
っ
た
。 

 

３ 

〈
カ
タ
カ
ナ
〉
で
原
語
の
発
音
を
書
き
表
す
の
と
は
異
な
る
訳
語
の
世
界
は
、
た
と
え
ば
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
し

て
も
、
つ
い
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
。
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
戯
曲
「A

 S
tre

e
tc

a
r N

a
m

e
d

 D
e
s
ire

」

を
「
欲
望
と
い
う
名
の
電
車
」
と
訳
し
た
り
、「A

n
 O

ffic
e
r a

n
d

 a
 G

e
n

tle
m

a
n

」
を
「
愛
と
青
春
の
旅
立
ち
」

と
訳
す
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
邦
題
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
ま
さ
に
名
訳
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
映
画
に
あ
ま
り
邦
題
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
原
題
を

そ
の
ま
ま
〈
カ
タ
カ
ナ
〉
で
書
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
邦
題
が
あ
っ
て
も
、
以
前
の
よ

う
に
名
訳
の
タ
イ
ト
ル
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

４ 

こ
れ
は
、
科
学
技
術
や
哲
学
、
社
会
学
に
関
す
る
言
葉
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
も
は
や
、
明
治
時
代
ま
で
に

行
わ
れ
た
よ
う
に
漢
語
に
訳
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
で
専
門
用
語
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
で
は
、

初
学
入
門
の
者
に
対
す
る
敷
居
は
高
く
、
専
門
家
は
よ
り
専
門
家
に
な
っ
て
、
他
の
分
野
か
ら
異
な
る
分
野
を
覗
く

こ
と
さ
え
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

５ 

学
問
の
細
分
化
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、〈
カ
タ
カ
ナ
〉
が
増
え
る
こ
と
で
、
専
門
家
以
外
の
人
に
そ
の
お
も
し

ろ
さ
や
重
要
さ
が
見
え
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
と
て
も
残
念
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

６ 

外
来
語
が
入
っ
て
く
る
量
が
当
時
に
比
べ
て
格
段
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
。 

 

７ 

そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
当
時
に
比
べ
て
言
葉
が
持
つ
命
の
時
間
が
非
常
に
短
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
流
行
言

葉
は
、
時
代
を
作
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ス
パ
ン
が
泡
沫
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
と

し
た
ら
、
翻
訳
に
時
間
を
掛
け
て
い
く
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

山
口
謠
司
『
日
本
語
に
と
っ
て
カ
タ
カ
ナ
と
は
何
か
』
二
〇
一
二
・
四 

 

【
要
約
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
】 

①
文
章
全
体
を
読
む
。 

②
全
体
を
三
つ
の
段
落
に
分
け
、
三
つ
の
段
落
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
考
え
る
。 

③
三
段
落
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
重
要
な
一
文
に
線
を
引
く
。 

④
文
章
全
体
の
中
で
最
も
重
要
な
一
文
に
二
重
線
を
引
く
。 

⑤
文
章
全
体
を
百
字
で
要
約
す
る
。 

            

②
の
ヒ
ン
ト 

話
題
の
展
開
と
意
見
／
話
題
の
提
示
／
原
因
と
問
題
点
に
よ
る
補
足 


