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片
桐

―
片
桐
で
ご
ざ
い
ま
す
︑
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
︒

私
事
で
す
が
︑
明
治
生
ま
れ
の
私
の
母
は
実
践
女
学
校
の
卒
業
生
で
ご
ざ

い
ま
し
て
︑
卒
業
後
さ
ら
に
そ
こ
で
教
員
を
務
め
ま
し
た
︒
今
日
こ
こ
に
お

招
き
い
た
だ
い
た
こ
と
は
︑
母
が
存
命
で
あ
れ
ば
何
よ
り
も
喜
ん
だ
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
︑
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
れ
ま
で
の
先
生
方
の
お
話
を
伺
っ
て

い
て
︑
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
こ
れ
か
ら
お

話
し
す
る
日
本
女
子
大
学
︑
そ
し
て
成
瀬

仁
蔵
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
な
と
あ
ら
た

め
て
感
じ
ま
し
た
︒

た
と
え
ば
下
田
歌
子
は
︑
一
九
〇
一
年

パ
ネ
リ
ス
ト
報
告

４

日
本
女
子
大
学
と
創
立
者
成
瀬
仁
蔵

片
桐
芳
雄

か
た
ぎ
り
・
よ
し
お
／
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授
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日
本
女
子
大
学
創
立
時
の
賛
助
員
に
名
を
連
ね
て
お
り
ま
す
︒

井
上
円
了
に
つ
い
て
︑
も
ち
ろ
ん
名
前
は
知
っ
て
お
り
ま
し
た
が
︑
今
日

伺
っ
て
い
て
少
し
驚
い
た
の
は
︑
生
ま
れ
た
年
と
死
ん
だ
年
が
成
瀬
仁
蔵
と

ま
っ
た
く
同
じ
な
ん
で
す
ね
︒
ま
っ
た
く
同
時
代
を
生
き
た
そ
の
せ
い
で

し
ょ
う
か
︑
成
瀬
仁
蔵
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
り
︑
円
了
は
仏
教
で
す
け
れ

ど
も
︑
宗
教
思
想
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
︑
ど
こ
か
似
て
い
る
な
ぁ
と
感
じ

ま
し
た
︒
円
了
が
︑
最
後
の
方
で
は
釈
迦
と
孔
子
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
っ
た

偉
大
な
る
聖
人
た
ち
を
あ
わ
せ
て
︑
自
分
が
尊
敬
す
る
人
と
語
っ
て
い
た
と

い
う
お
話
を
伺
い
ま
し
た
が
︑
こ
れ
も
成
瀬
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
ん
で

す
ね
︒
成
瀬
は
非
常
に
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
り
︑
牧
師
も
務
め
ま
す

け
れ
ど
も
︑
晩
年
は
︑
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は

―
こ
れ
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
う
定
義
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
の
で
す
が

―
︑
い
わ

ゆ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
は
言
え
な
か
っ
た
︑
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
彼

は
亡
く
な
る
ま
で
︑
宗
教
的
な
も
の
を
非
常
に
重
視
し
て
い
ま
し
た
︒
し
か

し
日
本
女
子
大
学
は
現
在
︑
ご
承
知
の
通
り
︑
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ス

ク
ー
ル
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
︑
成
瀬
仁
蔵
が
自
覚
的

に
選
び
と
っ
た
選
択
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
あ
た
り
も
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が

あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
最
後
の
山
田
顕
義
は
︑
ま
さ
か
関
係
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
た

ら
︑
彼
は
長
州
出
身
な
ん
で
す
ね
︒
成
瀬
仁
蔵
は
︑
資
料
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
︑
山
田
顕
義
よ
り
十
五
歳
若
い
の
で
す
が
︑
彼
も
長
州
出
身
で
︑
山
田
顕

義
は
萩
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
︑
成
瀬
は
現
在
の
山
口
市
の
吉よ
し
き敷
と
い
う
所

の
出
身
で
︑
こ
の
村
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
倒
幕
の
志
士
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
︒

成
瀬
仁
蔵
も
そ
う
い
う
先
輩
た
ち
の
背
中
を
見
て
育
っ
た
わ
け
で
す
︒
彼

は
︑
も
う
少
し
早
く
生
ま
れ
て
い
れ
ば
︑
明
治
維
新
に
参
加
し
て
直
接
に
国

家
の
建
設
に
携
わ
れ
た
の
に
︑
と
い
う
思
い
を
生
涯
抱
き
つ
づ
け
た
人
物
だ

と
︑
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
思
い
が
︑
彼
を
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
し
︑
そ

し
て
そ
の
思
い
が
︑
教
会
の
組
織
や
教
団
に
対
す
る
疑
問
を
抱
か
せ
る
一
方

で
︑
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
精
神
を
生
涯
持
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
物
に

し
ま
し
た
︒
山
田
顕
義
の
﹁
天
然
﹂﹁
自
然
﹂
に
関
す
る
お
話
も
あ
り
ま
し

た
が
︑
自
然
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
成
瀬
も
同
じ
よ
う
な
議
論
を
し
て

お
り
ま
す
︒
今
日
の
四
人
に
つ
い
て
︑
共
同
研
究
で
も
し
て
み
る
と
︑
お
た

が
い
の
共
通
す
る
部
分
と
異
な
る
部
分
と
が
見
え
て
非
常
に
面
白
い
の
で
は

な
い
か
︑
と
思
い
な
が
ら
︑
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
︒

さ
て
本
題
で
す
が
︑
ま
ず
は
現
在
︑
日
本
女
子
大
学
が
ど
う
い
う
ふ
う
に

創
立
者
で
あ
る
成
瀬
仁
蔵
を
扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
︒

私
が
日
本
女
子
大
学
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
そ
う
古
い
こ
と
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︑
二
〇
〇
〇
年
か
ら
で
す
か
ら
︑
比
較
的
歳
を
と
っ
て
か

ら
日
本
女
子
大
学
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
若
い
頃
か
ら
成
瀬
仁
蔵

と
い
う
名
前
は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
本
格
的
に
知
る
よ
う
に
な

り
︑
ま
た
日
本
女
子
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
足
を
踏
み
い
れ
る
よ
う
に
な
っ
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日本女子大学と創立者成瀬仁蔵

日本女子大学名誉教授 片桐 芳雄

１．	 日本女子大学にとっての成瀬仁蔵

1-1 資料の収集・保存・整理、公開（展示と公刊）

中核としての成瀬記念館の役割

1-2 『成瀬仁蔵著作集』全 3巻刊行：1974、1976、1981年

1-3 桜楓会・成瀬仁蔵研究会（旧成瀬先生研究会）の活動：年 9回

1-4 年間定例行事

4月 20日 日本女子大学創立記念式

6月 23日 成瀬仁蔵先生生誕記念日の集い

1月 29日 成瀬先生告別講演記念瞑想会

3月 4日 成瀬先生ご命日・逝去会員追悼会（桜楓会）

1-5 成瀬仁蔵関連研究への助成―総合研究所の役割

日本女子大学叢書等

1-6 課題・問題点

① 崇拝者と嫌悪者と無関心層

② 崇拝者の高齢化

③ 現代的視点からの創立者研究

２．私にとっての成瀬仁蔵

学部長になって

2012年定年退職後「成瀬仁蔵とその時代研究会」発足

卒業生だけではなく学外研究者の育成・組織化
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た
の
は
︑
こ
の
年
か
ら
で
し
た
︒
そ
れ
で
あ
ら
た
め
て
と
い
う
か
︑
つ
く
づ

く
思
っ
た
の
は
︑
こ
ん
な
に
創
立
者
の
こ
と
を
強
調
す
る
大
学
は
他
に
あ
る

の
か
な
と
思
う
く
ら
い
︑
成
瀬
仁
蔵
︑
成
瀬
仁
蔵
と
よ
く
言
う
大
学
だ
な
と

感
じ
ま
し
た
︒

ま
ず
は
成
瀬
仁
蔵
に
関
す
る
資
料
の
収
集
・
保
存
・
整
理
︑
公
開
に
つ
い

て
で
す
が
︑
他
の
大
学
と
同
じ
よ
う
に
︑
成
瀬
記
念
館
と
い
う
施
設
を
持
っ

て
お
り
ま
し
て
︑
そ
ち
ら
で
資
料
の
収
集
・
保
存
・
整
理
︑
公
開
を
し
て
お

り
ま
す
︒
記
念
館
で
は
い
ろ
い
ろ
な
展
示
も
し
て
お
り
ま
す
︒
一
九
八
四
年

に
設
置
さ
れ
た
の
で
す
が
︑
現
在
も
こ
こ
が
中
核
に
な
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ
な

資
料
を
収
集
し
︑
整
理
・
公
開
を
し
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
﹃
成
瀬
記
念
館
﹄

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
年
報
の
よ
う
な
も
の
も
︑
ず
っ
と
出
し
続
け
て
お
り
ま

す
︒
そ
れ
か
ら
成
瀬
仁
蔵
の
著
作
集
が
︑
一
九
七
四
年
︑
七
六
年
︑
八
一
年

と
年
を
追
っ
て
全
三
巻
で
公
刊
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
に
は
︑
著
書
は
も

ち
ろ
ん
︑
成
瀬
が
雑
誌
に
書
い
た
も
の
や
︑
開
校
当
時
か
ら
亡
く
な
る
ま
で

の
講
義
の
学
生
に
よ
る
筆
記
記
録

―
そ
れ
を
成
瀬
自
身
が
チ
ェ
ッ
ク
を

し
た
も
の

―
や
︑
日
記
や
書
簡
な
ど
が
集
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
︑
こ
れ

が
成
瀬
仁
蔵
研
究
に
非
常
に
役
に
立
ち
ま
す
︒
特
に
私
の
よ
う
に
ず
い
ぶ
ん

後
か
ら
研
究
を
始
め
た
人
間
に
と
っ
て
は
︑
あ
り
が
た
い
︑
基
礎
的
な
仕
事

で
す
︒

そ
れ
か
ら
同
窓
組
織
と
し
て
桜
楓
会
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
︑
こ

こ
で
は
成
瀬
仁
蔵
研
究
会
と
い
う
会
を
ほ
ぼ
毎
月
︑
年
に
九
回
で
す
が
︑
開

い
て
お
り
ま
す
︒
い
ろ
い
ろ
な
方
々
を
呼
ん
で
︑
成
瀬
や
日
本
女
子
大
学
に

関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
を
し
て
も
ら
っ
て
︑
研
究
交
流
を
し
て
お
り
ま
す
︒

こ
れ
は
戦
前
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
︑
こ
れ
ま
で
の
記
録
も
公
刊
し
て
お

り
ま
す
︒

そ
し
て
毎
年
の
定
例
行
事
と
し
て
︑
日
本
女
子
大
学
の
創
立
記
念
日
で
あ

る
四
月
二
十
日
に
︑
新
入
生
を
対
象
に
し
て
︑
学
長
な
ど
が
成
瀬
仁
蔵
や
日

本
女
子
大
学
に
つ
い
て
語
っ
て
聞
か
せ
る
講
演
を

―
こ
れ
は
単
な
る
儀
式

的
な
こ
と
で
は
な
く
︑
授
業
と
し
て

―
︑
記
念
式
と
あ
わ
せ
て
行
っ
て
い

ま
す
︒

そ
れ
か
ら
六
月
二
十
三
日
は
︑
成
瀬
仁
蔵
先
生
生
誕
記
念
日
の
集
い
と
い

う
の
を
や
っ
て
お
り
ま
す
︒
日
本
女
子
大
学
は
︑
成
瀬
の
考
え
方
で
も
あ
る

の
で
す
が
︑
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
︑
中
学
校
︑
高
校
︑
大
学
ま
で
あ
わ
せ
て
︑

学
園
と
し
て
一
貫
教
育
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
そ
の
学
園
と
し

て
︑
毎
年
そ
の
よ
う
な
会
を
開
い
て
い
ま
す
︒
卒
業
生
な
ど
に
も
声
を
か
け

て
︑
学
園
の
現
状
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
お
り
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
一
月
二
十
九
日
は
︑
成
瀬
先
生
告
別
講
演
記
念
瞑
想
会
と
い
う

催
し
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
成
瀬
仁
蔵
は
一
九
一
九
︵
大
正
八
︶
年
三
月
四
日

に
亡
く
な
り
ま
す
が
︑
そ
の
亡
く
な
る
一
月
あ
ま
り
前
の
一
月
二
十
九
日
に
︑

自
分
が
肝
臓
が
ん
で
死
期
が
近
い
こ
と
を
知
っ
て
︑
学
生
や
関
係
者
を
集
め

て
告
別
の
お
話
を
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
を
告
別
講
演
と
称
し
て
い
ま
し
て
︑

大
学
と
し
て
︑
そ
の
日
を
大
変
大
事
に
し
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
告
別
講
演
の
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中
で
成
瀬
は
︑
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
語
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
か
ら
の
日
本
女

子
大
学
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
︑
看
護
者
の
付
き
添
い
の
も

と
︑
ベ
ッ
ド
の
上
で
背
中
を
起
こ
し
て
︑
思
い
を
込
め
て
一
時
間
く
ら
い
話

し
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
こ
の
日
を
瞑
想
会
と
し
て
︑
外
部
か
ら
そ

の
日
に
ふ
さ
わ
し
い
方
を
お
呼
び
し
て
︑
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
︑
創
立

者
を
偲
ぶ
会
を
し
て
い
ま
す
︒

そ
し
て
三
月
四
日
は
命
日
で
す
が
︑
こ
の
会
は
桜
楓
会
が
主
催
し
て
︑
そ

の
年
度
に
亡
く
な
っ
た
同
窓
生
の
方
々
の
追
悼
も
あ
わ
せ
て
︑
成
瀬
先
生
ご

命
日
・
逝
去
会
員
追
悼
会
と
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
︒
ち
な
み
に
︑
成
瀬
仁

蔵
の
葬
儀
は
仏
式
で
も
キ
リ
ス
ト
教
式
で
も
な
く
︑
い
わ
ば
無
宗
教
で
︑
成

瀬
が
好
き
だ
っ
た
フ
リ
ー
ジ
ア
の
花
を
遺
影
の
周
り
に
飾
っ
て
送
っ
た
の
で

す
が
︑
当
時
の
そ
の
や
り
方
を
今
も
踏
襲
し
て
続
け
て
い
ま
す
︒
こ
れ
に
も

最
初
私
は
び
っ
く
り
し
た
の
で
す
が
︑
女
性
な
ら
で
は
の
持
続
力
も
関
係
し

て
い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
た
か
た
ち
で
︑
創

立
者
を
偲
ぶ
年
間
行
事
を
毎
年
行
っ
て
お
り
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
大
学
で
の
研
究
と
し
て
は
︑
総
合
研
究
所
と
い
う
学
内
研
究
所

が
あ
り
︑
学
内
科
研
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
︑
学
内
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の

共
同
研
究
に
対
し
て
助
成
を
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
必
ず
し
も
成
瀬
仁
蔵
や

日
本
女
子
大
学
に
関
わ
る
研
究
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
︑
そ
の
よ
う
な

研
究
の
申
請
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
助
成
を
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
学
内
の
研

究
者
︑
先
生
方
の
研
究
書
を

―
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
日
本
女
子
大
学
に
関
係

す
る
研
究
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が

―
︑
日
本
女
子
大
学
叢
書
と
い
う

か
た
ち
で
出
版
助
成
を
し
て
お
り
ま
す
︒

さ
て
︑
そ
れ
で
日
本
女
子
大
学
が
成
瀬
仁
蔵
を
中
心
に
盛
り
上
が
っ
て
い

る
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
そ
う
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
学
内
に
︑
崇
拝

者
と
嫌
悪
者
と
無
関
心
層
と
い
う
三
者
が
い
る
と
い
う
の
が
︑
大
学
赴
任
時

の
私
の
率
直
な
印
象
で
し
た
︒
た
だ
し
十
年
く
ら
い
前
ま
で
は
︑
そ
の
よ
う

に
三
者
が
対
立
す
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
が
︑
文
科
省
の

指
導
も
あ
っ
て
︑
各
大
学
が
︑
個
性
化
を
め
ざ
し
︑
特
色
を
発
揮
せ
よ
︑
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
私
立
大
学
と
し
て
は
︑
や
は
り
建
学
の
精
神
と
い
う

も
の
を
強
調
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
︒
そ
う
い
う
時
代
の
な
か
で
︑
改
め

て
︑
こ
の
大
学
が
ど
う
い
う
事
情
で
創
立
さ
れ
た
の
か
︑
成
瀬
仁
蔵
の
考
え

を
し
っ
か
り
と
思
い
起
こ
し
て
︑
大
学
教
育
の
基
礎
に
据
え
る
必
要
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
︑
客
観
的
デ
ー
タ
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
あ
く
ま
で
私
の
印
象
で
す
が
︑
嫌
悪
者
は
い
な
く

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
し
︑
無
関
心
な
者
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
学
内
の
人
間
が
関
心
を
持
っ
て
く
る
と
︑

学
生
も
授
業
な
ど
で
触
れ
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
す
︒
し
か
し
他
方
︑
成
瀬

に
直
接
に
接
し
た
人
間
た
ち
も
い
な
く
な
っ
て
き
て
︑
い
わ
ゆ
る
熱
烈
な
崇

拝
者
も
減
り
︑
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て
学
祖
の
思
い
を
引
き
継
い
で
い
く
の

か
が
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

次
に
私
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
成
瀬
に
接
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
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い
て
お
話
し
し
ま
す
と
︑
創
立
者
に
関
心
が
集
ま
る
き
っ
か
け
と
し
て
は
︑

む
ろ
ん
文
科
省
や
社
会
的
な
要
請
も
あ
り
ま
す
が
︑
大
学
の
改
革
と
い
う
こ

と
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
と
り
あ
え
ず
の
改
革
や
︑
一
年
二
年
で
コ
ロ
コ
ロ
と

変
わ
る
改
革
で
は
だ
め
で
す
の
で
︑
や
は
り
し
っ
か
り
と
し
た
理
念
に
基
づ

い
た
改
革
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
じ
ゃ
あ
︑
そ
の
基
づ
く
べ
き
理
念
と

は
何
か
︒﹁
国
際
化
﹂
だ
と
か
メ
デ
ィ
ア
で
一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ

と
を
も
と
に
改
革
だ
と
言
っ
て
も
︑
ど
こ
の
大
学
で
も
似
た
よ
う
な
こ
と
を

言
う
わ
け
で
す
か
ら
︑
そ
れ
で
は
し
ょ
う
が
な
い
︒
そ
う
な
る
と
創
立
者
の

声
に
立
ち
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
私
も
学
部
長
に
な
っ
た
時
︑
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
て
︑
あ
ら
た
め
て
成
瀬
仁
蔵

に
つ
い
て
勉
強
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
意
外
に
面
白

い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
︒

た
と
え
ば
︑明
治
に
作
ら
れ
た
女
子
大
学
で
す
と
︑だ
い
た
い﹁
賢
母
良
妻
﹂

を
育
て
る
と
い
う
話
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
れ
だ
と
﹁
い
ま

ど
き﹁
良
妻
賢
母
﹂で
す
か
？
﹂と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
︒﹁
良
妻
賢
母
﹂

は
︑
明
治
時
代
に
は
新
し
い
考
え
方
で
す
︒
江
戸
時
代
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
︒
こ
の
新
し
い
考
え
方
を
積
極
的
に
受
け
止
め
て
︑
下
田
歌
子
も
成
瀬

仁
蔵
も
女
性
を
教
育
し
よ
う
と
思
っ
た
︒
が
︑
今
こ
れ
を
言
う
と
︑
妻
に
な

ら
な
い
人
︑
母
親
に
な
ら
な
い
人
は
ど
う
す
る
ん
だ
︑
じ
ゃ
あ
み
ん
な
結
婚

し
て
子
供
産
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
︒
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ

た
ら
︑
都
議
会
議
員
が
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る
︑
そ
う
い
う
時
代
で
す
︒

し
か
し
︑
当
時
こ
の
よ
う
に
女
子
を
教
育
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
画
期
的

な
こ
と
で
し
た
︒
成
瀬
仁
蔵
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
て
日
本
女
子
大
学
を

創
設
す
る
際
に
︑
土
地
や
お
金
を
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
が
広
岡

浅
子
で
す
︒
ち
ょ
う
ど
今
﹃
あ
さ
が
来
た
﹄
と
い
う
朝
ド
ラ
を
放
映
し
て
い

ま
す
が
︑
み
な
さ
ん
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒
あ
れ
は
日
本
女
子

大
学
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
広
岡
浅
子
と
い
う
実
在
の
女
性
を
モ
デ
ル
に
し
た
ド

ラ
マ
で
す
︒
こ
の
広
岡
浅
子
の
存
在
が
な
け
れ
ば
日
本
女
子
大
学
は
お
そ
ら

く
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
目
白
に
あ
る
土
地
五
千
五
百
坪
︑
こ
れ

は
広
岡
浅
子
の
実
家
で
あ
る
三
井
家
が
寄
付
し
た
場
所
で
す
︒
そ
の
意
味
で

は
日
本
女
子
大
学
は
三
井
家
に
足
を
向
け
て
寝
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
︑

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
︑
成
瀬
仁
蔵
が
日
本
女
子
大
学

を
作
る
た
め
に
︑
一
八
九
六
年
﹃
女
子
教
育
﹄
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
︒

こ
れ
を
広
岡
浅
子
が
読
ん
で
︑
あ
あ
こ
れ
だ
︑
と
非
常
に
感
動
し
た
︒
女
に

学
問
な
ど
い
ら
な
い
︑
生
け
花
と
お
茶
︑
お
琴
を
や
っ
て
れ
ば
い
い
︑
文
字

の
読
み
書
き
な
ど
必
要
な
い
︑
と
言
わ
れ
る
中
で
育
っ
た
の
が
広
岡
浅
子
で

す
︒
彼
女
は
︑
や
は
り
女
性
に
も
学
問
は
必
要
だ
と
思
い
な
が
ら
︑
学
問
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
こ
の
本
を
読
ん
で
非
常
に
感
銘
を
受
け

た
︒こ
れ
な
ら
全
面
的
に
応
援
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
︒

そ
の
﹃
女
子
教
育
﹄
の
中
で
︑
女
子
教
育
に
必
要
な
こ
と
が
三
つ
あ
る
と
︑

成
瀬
は
言
っ
て
い
ま
す
︒﹁
女
子
を
人
と
し
て
育
て
る
︒
婦
人
と
し
て
育
て

る
︒
国
民
と
し
て
育
て
る
﹂︒
人
と
し
て
婦
人
と
し
て
国
民
と
し
て
︑
こ
れ
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成瀬 仁蔵 広岡 浅子

1849 京都で生れる

1851 広岡信五郎と婚約

1858 山口県吉敷で生れる

1865 広岡信五郎と結婚

1868 明治維新 20歳。このころから実業界入り

24歳ごろから潤野炭坑経営

1876 山口県教員養成所卒業 28歳。長女亀子出産

1877 澤山保羅牧師により受洗

1878 梅花女学校創立、教員になる

1879 服部満寿枝と結婚

1882 教員を辞職し伝道活動に専念

1884 大和郡山初代牧師となる

1886 新潟第一基督教会初代牧師となる

1887 新潟女学校開校、校長となる

1888 40歳。加島銀行創立。松三郎生れる

1890 渡米。アンドーヴァー神学校入学

1894 帰国

1895 この頃土倉庄三郎の紹介により広岡浅
子を訪ねる

1896 『女子教育』出版 『女子教育』に感激

1900 三井家、目白の 5500坪寄附

1901 日本女子大学校開校 日本女子大学に洋書寄贈（受入第 1号）

1902 大同生命発足

1906 桜楓会補助団発起人。軽井沢三泉寮
名誉寮監

1909 乳がん手術、成瀬の勧めにより宮川経
輝牧師を紹介される

1911 宮川牧師により受洗

1912 帰一協会組織。

1919 3.4 死去 1.14 死去
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が
女
子
教
育
の
教
育
方
針
だ
と
言
っ
て
い
る
︒
本
学
は
︑
こ
れ
を
こ
の
ま
ま

現
在
も
受
け
継
い
で
い
ま
す
︒
婦
人
と
い
う
言
い
方
は
現
在
は
使
い
ま
せ
ん

の
で
︑
女
性
と
し
て
︑
と
言
い
換
え
て
い
ま
す
︒
国
民
と
し
て
︑
と
い
う
言

い
方
に
は
違
和
感
を
持
つ
人
も
い
て
︑
国
際
人
と
か
市
民
と
し
て
︑
と
言
い

換
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
︑
私
は
や
は
り

国
民
と
し
て
︑
で
い
い
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
と
も
か
く
︑
そ
の
ま
ず
最
初
に
︑

人
と
し
て
︑
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
さ
ら
に
︑﹁
女
子
の
主

要
な
る
天
職
は
賢
母
良
妻
た
る
に
あ
り
と
す
る
も
︑
そ
の
一
生
は
必
ず
し
も

妻
母
た
る
の
境
遇
の
み
に
止
ら
ず
︒
又
娘
嬢
た
る
の
境
遇
あ
り
︑
寡
婦
た
る

の
境
遇
あ
り
︑
個
人
と
し
て
働
く
べ
き
の
境
遇
あ
り
︑
国
民
と
し
て
行
ふ

べ
き
の
境
遇
あ
り
︑
実
に
然
り
︑
女
子
も
亦
人
な
り
﹂
と
も
言
っ
て
い
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
一
九
〇
一
年
当
時
︑
女
子
の
主
要
な
天
職
は
賢
母
良
妻
で
あ
る
と

当
た
り
前
に
思
わ
れ
て
い
た
時
代
に
︑
そ
れ
を
認
め
な
が
ら
︑
し
か
し
女
性

の
一
生
は
︑
ず
っ
と
妻
で
あ
り
母
で
あ
り
つ
づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
︑
娘
で

あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
︑
寡
婦
と
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
︑

個
人
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
賢
母
良
妻
は
主
要

な
る
女
性
の
任
務
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
ま
ず
は
何
よ
り
も
人
で
あ
り
︑
そ
の

人
で
あ
る
と
い
う
教
育
を
日
本
女
子
大
学
は
や
る
の
だ
︑
と
言
っ
て
い
る
わ

け
で
す
︒

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
在
に
通
用
す
る
考
え
方
だ
と
︑
私
は
思
い
ま
す
︒
そ

し
て
人
で
あ
る
た
め
に
は
︑
女
性
も
家
事
︑
裁
縫
︑
育
児
と
い
っ
た
こ
と
だ

け
で
は
な
い
︑
高
等
の
学
問
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
学
問

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
︑
先
ほ
ど
の
井
上
円
了
の
話
と
か
な
り
重
な
る
と
思

い
ま
す
が
︑
そ
う
い
う
も
の
が
女
性
に
も
︑
人
で
あ
る
か
ぎ
り
必
要
だ
と
成

瀬
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
こ
う
し
た
考
え
方
は
︑
や
は
り
現
在
に
も
そ

の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
く
べ
き
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

学
祖
研
究
は
︑
そ
の
時
代
と
い
う
も
の
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
同
時
に
︑
そ
こ

か
ら
現
在
に
活
か
す
︑
活
き
る
︑
ど
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
ン
ス
を
受
け
継
い
で

い
く
か
と
い
う
こ
と
に
︑
非
常
に
重
要
な
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
創
立
者

の
言
う
こ
と
は
百
年
前
は
立
派
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
だ
め
で
︑
百
年
前

に
立
派
だ
っ
た
こ
と
が
︑
現
在
に
も
こ
う
い
う
か
た
ち
で
活
か
す
こ
と
が
で

き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
学
生
や
一
般
社
会
に
説
明
で
き
る
よ
う
で
は
な

い
と
︑
本
当
の
意
味
で
の
学
祖
研
究
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い

う
こ
と
を
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

伊
藤

― 

片
桐
先
生
︑
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

で
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
先
生
方
へ
の

ご
質
問
や
ご
感
想
が
あ
る
方
は
︑
休
憩
時
間
中
に
質
問
用
紙
に
ご
記
入
い
た

だ
き
︑
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒


