
〈
研

究

論

文

３

〉

キ
リ
ス
ト
教
と
福
沢
諭
吉
の
対
比

―
男
女
論
を
め
ぐ
っ
て
―

比
較
と
対
比
と
の
区
別
は
比
較
思
想
の
基
礎
概
念
で
あ
る
。
比
較
（
ｃ
ｏ
ｍ
-

ｐ
ａ
ｒ
ｉｓｏ
ｎ
）
は
相
互

に
関

係
の

あ
る
思
想
同
士

な

い
し

一
方

か
ら
他
方

へ
影

響
し
た
思
想
同
士
を
比

べ
る
こ
と
で
あ
り

、
い
わ
ば
狭

義
の
比

較
で
あ
る
。

他
方
、
対
比
（
a
n
a
l
o
g
y
）
は
相
互
に
関
係
の
な
い
思
想
同
士
の
思
想
構
造

を
比
べ
る
こ
と
で

あ
り

。
い
わ
ば
広
義
の
比
較

を
指
し
て
い
る
。
福
沢
は
キ

リ

ス
ト
教
の
知
識

を
多
少

持

っ
て
お
り
、
彼
の
諸
著
作
の
中
で
自
分
の
思
想

を
述
べ
る

一
種

の
材
料

と
し
て
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
て
い
る
し

フ

ラ

ン
シ
ス

・
ウ

ェ
イ
ラ
ン
ド
の
著
書
を
通
じ
て

ア
メ
リ
カ
の
プ

ロ
テ
ス

タ
ン

ト
の
男
女
の
倫
理

を
知
悉

し
て

い
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
基
本

的
に
彼
は
一
生
を
通
じ
て

「
宗

教
の
外

に
逍
遥

す
る
」

立
場
に
立

っ
て

い
た

か
ら
、
男
女
論
を

め
ぐ

る
基
本
的
思

想
構
造
か
ら

す
れ
ば
、
福
沢
の
思
想
は

キ
リ
ス
ト
教
と
無
関
係
で

あ
る
と

言
え

よ
う
。

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本

的
な
男

女
関
係
の
構
造
と

、
福
沢

の
基

本
的
な
男
女
関

係
の
構
造
を
比
較
す

る
こ
と
は
。
広
義
の
比
較
で
あ
り
、
対
比
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
は
福
沢

の
男
女

論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
福
沢
を
対
比
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。

旧

約

聖

書

の

男

女

論

と
こ
ろ
で
創
世
記

に
出
て
く
る
天
地
創
造

の
神
話
と
人
間
創
造
の
神
話
と

は
、
中
に
は
ヤ

ー
ヴ

ィ
ス
ト
資
料
と

言
わ
れ

る
資
料
が
多
く
比
較
的
古
い
。

と
は
い
え
現
代
ま
で
資
料
に
つ
い
て

は
多
く

の
説
が
あ
り
確
定
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
こ
こ
で

は
旧
約
聖
書
の
中

の
夫
婦

の
成
立
を
ア
ダ

ム
と

ハ
ワ
の
神

話
の
中
か
ら
考
え
て

い
く
こ
と
に
す

る
。
旧
約
聖
書
で
は
、
女
を

ハ
ワ
と
呼

ぶ
場
合
と
、
イ

ー
シ
ャ
と
呼
ぶ
場

合
と
が
あ

る
。
最
初
の

ハ
ワ
と
呼
ば
れ
た

女
の
箇
所
は
、
創
世
記
３
　：
　２
０
の
「
ア
ダ

ム
は
女
を

ハ
ワ

〈
命
〉
と
名
付
け

た
。
彼
女
が
す
べ
て
の
命
あ
る
も

の
の
母
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う

小
　
泉
　
　
　
仰



箇
所
で
あ
る
。
ハ
ワ
（
H
ａ
W
A
H
）
と
い
う
ヘ
ブ
ル
語
は
「
ハ
イ
（
H
a
Y

生

き

て

い

る

）
」

に

由

来

す

る

。

さ

ら

に

創

世

記

１
　
：
　
２
７

に

「

神

は

御

自

分

に

か

た

ど

っ

て

人

を

創

造

さ

れ

た

。

神

に

か

た

ど

っ

て

創

造

さ

れ

た

。

男

と

女

に

創

造

さ

れ

た

」

と

あ

る

。

こ

こ

で

人

と

い

う

ヘ

プ

ル

語

は

、

ア

ダ

ム

（

’Ａ

Ｄ

Ａ

Ｍ

）

で

あ

る

が

。

こ

れ

は

土

す

な

わ

ち

ア

ー

ダ

ー

マ

ー

（

’ａ

Ｄ

Ａ

Ｍ

Ａ

Ｈ

）

か

ら

造

ら

れ

た

の

で

、

人

は

物

質

に

属

す

る

も

の

と

見

ら

れ
る
｛
創
世
記
｝
‥
2
7
）
。
ア
ダ
ム
は
集
団
と
し
て
の
人
類
を
さ
し
て
い
る
。

七

十

人

訳

は
"

ａ
ｎ

ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ

ｏ
ｓ
"

で

あ

る

。

初

め

て

ヘ

ブ

ル

語

を

ド

イ

ツ

語

に

翻
訳
し
た
一
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
」
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
は
「
ア
ダ
ム
」
を
M
e
n
s
c
h
と
翻
訳
し

て

い

る

。

神

は

物

質

的

な

ア

ダ

ム

に

命

の

息

（

Ｎ

Ｉ
Ｓ

Ｈ

Ｍ

ａ

Ｔ

Ｈ

　
Ｈ

ａ

Ｙ

Ｉ
Ｍ

）

を

そ

の

鼻

か

ら

吹

き

入

れ

た

。

そ

こ

で

人

間

が

形

成

さ

れ

た

と

い

う

の

が

こ

の

物

語

の

内

容

で

あ

る

。

こ

の

命

の

息

が

な

い

な

ら

、

人

間

は

た

だ

の

土

の

塵
（
A
P
H
A
R
)
 
で
あ
り
、
人
間
は
創
造
さ
れ
て
い
な
い
。
神
の
命
の
息
が

吹

き

入

れ

ら

れ

て

初

め

て

神

と

人

と

の

関

係

が

成

立

し

、

人

間

た

り

得

た

と

解

釈

さ

れ

る

。

創

世

記

２

　：
　
７
-
２
５

節

は

、

ヤ

ー

ヴ

ィ

ス

ト

資

料

と

言

わ

れ

て

比

較

的

古

い

資
料
で
あ
る
。
創
世
記
2
:
1
8
で
は
神
が
「
人
は
自
分
独
り
で
い
る
の
は
良

く
な
い
。
彼
の
た
め
に
彼
に
合
う
助
け
る
者
を
造
ろ
う
。
（
創
世
記
2
:
1
）
」

と
言
う
。
こ
の
「
彼
に
合
う
助
け
る
者
」
は
ヘ
ブ
ル
語
で
'
E
Z
E
R
U

K
e
N
e
G
D
O
（
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
助
け
手
）
‘
で
あ
る
。
ル
タ
ー
修
正
訳
は

こ

れ

を
"

ｉ
ｃ
ｈ

　
w

ｉ
ｌ
ｌ
　
ｉ
ｈ
ｍ

　
ｅ

ｉｎ

ｅ

　
Ｇ

ｅ

ｈ

ｉ
ｌ
ｆ
ｉｎ

　
ｍ

ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

「

　
ｄ
ｉ
ｅ

　
ｕ
m

　
ｉ
ｈ
ｍ

　
ｓ
ｅ

ｉ
.

（

彼

の

た

め

に

な

る

助

け

手

を

彼

の

た

め

に

造

ろ

う

）

と

訳

し

て

い

る

。

修

正

ル

タ

ー

訳

は

次

の

よ

う

な

欄

外

注

を

付

け

て

い

る

。

そ

れ

は
"

ｉ
ｃ
ｈ

w
ｉ
ｌ
ｌ
　
ｉ
ｈ
ｍ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｈ
ｉ
ｌ
ｆ
ｅ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
U
ｂ
ｅ
ｒ
　
（
ｄ

．
ｈ

．

ｄ

ｉｅ

ｚ
ｕ

　
ｉ
ｈ
ｍ

　
ｐ

ａ
ｓ
ｓ
ｔ
）
"

と

い

う

注

で

あ

る

。

こ

れ

を

訳

す

と

、

「

私

は

彼

に

ふ

さ

わ

し

い

助

け

手

を

彼

の

対

応

者

と

し

て

造

る

こ

と

に

し

よ

う

」

で

あ

る

。

こ

の

文

章

は

、

女

性

は

男

性

と

対

応

関

係

に

あ

り

、

男

性

の

助

け

手

で

あ

る

と

言

う

。

助

け

手

を

補

完

と

同

質

を

示

す

と

い

う

解

釈

が

あ

る

。

補

完

と

い

う

解

釈

は

納

得

で

き

る

が

、

同

質

と

は

男

女

平

等

を

説

き

た

い

意

図

か

ら

出

て

き

た

後

代

の

解

釈

で

あ

ろ

う

。

男

女

創

造

の

神

話

を

文

字

ど

お

り

解

釈

す

れ

ば

、

女

性

は

男

性

の

補

完

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

、

男

女

関

係

に

優

劣

が

あ

る

と

解

釈

す

る

方

が

素

直

な

解

釈

で

あ

る

。

ア
ダ
ム
は
女
を
得
た
と
き
、
手
放
し
で
喜
ん
だ
様
子
を
創
世
記
2
:
2
3
で

述

べ

て

い

る

が

、

ヘ

ブ

ル

語

に

私

訳

を

施

し

て

み

れ

ば

。

次

の

通

り

で

あ

る

。

「

つ

い

に

、

こ

れ

こ

そ

私

の

骨

か

ら

造

っ

た

骨

、

そ

し

て

私

の

肉

か

ら

造

っ

た
肉
、
こ
れ
を
『
イ
ー
シ
ャ
ー
・
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ａ
．
と
呼
ぼ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ

は

『

イ

ー

シ

ュ

’Ｉ
Ｓ

Ｈ

＝

人

』

か

ら

取

ら

れ

た

の

だ

か

ら

。
」

こ
の
文
章
の
中
に
z
o
t
h
と
い
う
ヘ
ブ
ル
語
の
女
性
指
示
代
名
詞
（
下
線

を
施
し
た
部
分
）
は
女
（
イ
ー
シ
ャ
ー
`
I
S
H
A
)
 
と
を
指
す
。
ア
ダ
ム
は
女

性

を

三

回

も

感

歎

し

た

調

子

で

指

し

て

言

っ

て

い

る

。

〈

コ

レ

、

コ

レ

、

コ

レ
!
〉
と
絶
叫
し
て
最
初
の
妻
を
得
た
彼
の
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
新
共
同
訳
が
こ
の
z
o
t
h
を
二
回
し
か
訳
し
て
い
な
い
の
は
、
ヘ
ブ

ル

語

の

勢

い

と

ア

ダ

ム

の

喜

び

を

削

ぐ

も

の

で

あ

る

。

ア
ダ
ム
は
女
を
自
分
の
身
体
の
一
部
、
自
分
と
同
じ
体
（
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
）
の



存

在

と

し

て
愛

し

て

い

る

。

ア

ダ

ム

の

女

（
イ

ー

シ

ャ
ー

）
　へ

の

愛

は

自
己

愛

を

本

質

と

し

、

彼

は

自

分

の
体

を
愛

す

る

よ

う

に

女

を

愛

し

て

い

る

。

ヘ

ブ

ラ

イ

ズ

ム

の

愛

情

表

現

は

神

に

よ

っ

て

結

ば

れ

た

男

女

が

肉

（
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
）
に

お

い
て

愛

を

交

換

す

る

の

で

あ

り

、

こ

れ

が

レ

ビ
記

１
９
　：
　１
８

で
「
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
(
ｏ
’
Ａ
Ｈ
ａ
Ｂ
Ｔ
Ｈ
Ａ

Ｌ
Ｒ
Ｅ
ａ
Ｃ
Ｈ
Ａ
　
Ｑ
Ａ
Ｍ
ｏ
:
C
H
A
)
」
と
い
う
律
法
に
も
通
底
す
る
。

神
に
創
造
さ
れ
た
男
女
は
創
世
記
2
:
2
4
で
「
そ
れ
ゆ
え
、
男
は
彼
の
父

と
母
を
捨
て
て
彼
女
を
求
め
、
彼
ら
は
一
つ
の
肉
(
一
体
B
A
S
A
R
)
 
と
な

る
で

あ

ろ

う
」

と

言

わ

れ

る
。

こ

う
し

て

『
創

世

記

』

で

は

男

女

愛

は

自

分

の

体

を

愛

す

る

よ

う

に
相

互

に
愛

し

合

う

の

で

あ

る

。

夫

婦

一

体

と

な

る

と

い

う

表

現

は

新

約

聖

書

に

お

い

て

も

踏

襲

さ

れ

て

、

マ

タ
イ

１
９
　：
　５
-６
に

「
二

人

は

一

つ

の

肉

体

（
ｅ
ｉｓ
　ｓ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
　ｍ

ｉａ
ｎ
）

と

な

る
で

あ

ろ

う

。

そ

こ

で

彼

ら

は
も

は
や

二

人
で

は

な
く

、

一

つ

の

肉

（
ｓ
ａ
ｒ
ｘ

）

で

あ

る
」

と

言

わ

れ

て

い

る
。

た

だ

し

旧

約

時

代

に

は

、

新

約

時

代

の

よ

う

に
肉

体

的

愛

と

精

神

的

愛

と

は

ま

だ

分

離

せ

ず

、

む

し

ろ

男

女

の

愛

は

一

つ

の

肉

体

（
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
）

と

な

る

こ
と

を

意

味

し

て

い

た

。

男

女

が

夫
婦

と

な

っ
た

こ
と

は

、

二

人

が

一
体

と

な

り

、

親

夫

婦

か

ら

独

立
し
た
新
夫
婦
が
誕
生
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
創
世
記
2
:
2
4
に

「
そ

れ

ゆ

え

男

は
彼

の

父

な
ら

び

に

母

を

捨

て

て

、

彼

の

女

と

し

っ

か

り

と

結

び

つ

く

の

で

あ

る
」

と

あ

る

。

こ

の

「
結

び

つ

く
」

は

ヘ

ブ

ル

語

で

D
A
B
a
Q
で
あ
り
、
「
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
く
、
し
が
み
つ
く
」
こ
と
を
意
味

し

て

い

て

、
男

女

の
肉

体

的
結

び

つ
き

を

具

体

的

に

表

現

す

る

ヘ
ブ

ル
語

で

あ
る
。

し
か
も
男
女
の
一
体
性
と
親
夫
婦

か
ら

の
独
立
性
と
は
神
に
よ
っ
て
立
て

ら
れ
、
神
に
よ
る
契
約
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
の
男
女
関
係
は
、
外

の
社
会

的
存
在
や
人
間
的
権
威
者
に
よ

っ
て
一

体
と
さ
れ
ず
、
神
の
命
の
息

を
吹
き
込
ま
れ

た
男
女
が
神
に
よ
っ
て

立
て
ら

れ
た
契
約
に
よ

っ
て
夫
婦
と
な
る
と

い
う
の
が
基
本
的
見
解
で
あ
る
。

こ
う
し
た
夫
婦
の
一
体
性
と
独

立
性
に
つ
い
て
福
沢
も
類
似
し
た
見
解
を

持
ち
、
明
治
三
年

の

『
中
津
留

別
の
書
』
で

は
、
『
孟
子
　

滕
文
公
上
』
な

い
し

『
礼
記
』

に
出
て
く
る
「
夫
婦
別
有
り
」
を
、
普
通
の
解
釈
で

は
夫

は

外
の
仕
事
を
行
い
、
妻
は
内

の
仕
事

を
す

る
と

い
う
意
味
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
福
沢
は
意
識
的
に
彼
独
自

の
解
釈
を
施
し
て

い
る
。
彼
は
、
夫
婦
を

一
セ
ッ
卜
と
し
て
「
区
別
正
し
く
定
ま
る
」
と
言
い
、
夫
婦
は
「
両
者
一
身

同
体
、
共

に
苦
楽
を
与
に
す
る
の
契
約
は
、
生
命

を
賭
し
て
背
く
可

ら
ず
」

と
表
現
し
て

い
る
。
た
だ
し
「
宗
教
の
外

に
逍
遥
」
し
よ
う
と
し
た
福
沢

は
、

神

に
よ

る
契
約
を
除
外
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

た
だ
し
旧
約
聖
書
の
時
代
に
は
一
夫
多
妻
性
の
社
会
慣
習
で
あ

っ
た
の
で

、

夫
婦
が

一
対

一
で

あ
る
と
い
う
理
念
は
紀
元
一
世

紀
の
新
約
聖
書
の
時
代

に

成

立
す

る
も

の
で

あ
る
。

新

約
聖

書

と

福

沢

諭

吉

の

対

比

と
こ

ろ
で
霊
と
肉
と
の
区
別
は
旧

約
聖
書
時
代

に
お
い
て
徐
々
に
形
成

さ

れ
て
き
た
。
イ
ザ
ヤ
１
１
　
：
　
１
-
２
に
「
イ
ッ
シ
ャ
イ
の
株
か
ら
一
つ
の
芽
が
出



て

そ

の

根

か

ら

一

の

若

枝

が

生

え

て

実

を

結

び

、

そ

の

上

に

主

の

霊

が

と

ど

ま

る

」

と

あ

り

。

神

の

霊

は

人

の

上

（
前

置

詞

叱

。

英

語

の

ａ
ｂ
ｏ
ｖ
ｅ

の

意

味

）

に

留

ま

っ

て

人

の

中

に

入

ら

な

い

。

捕

囚

期

後

の

エ

ゼ

キ

エ

ル
？

に
で

は

神

の

霊

が

特

別

に

選

ば

れ

た

預

言

者

エ

ゼ

キ

エ

ル

の

中

に

入

っ

た

が

、

こ

れ

は

例

外

で

あ

ろ

う

。

と

こ

ろ

が

新

約

聖

書

で

は

キ

リ

ス

ト

の

霊

は

す

べ

て

の

信

仰

者

の

う

ち

に

宿

る

と

考

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

第

一

コ

リ

ン

ト

３
　：
　
１
６
で

は

「

あ

な

た

方

は

神

の

神

殿

で

あ

り

、

神

の

霊

が

あ

な

た

方

の

う

ち

に

宿

っ

て

い

る

の

を

知

ら

な

い

の

か

」

と

パ

ウ

ロ

は

コ

リ

ン

ト

の

人

々

に

詰

問

し

て

い

る

。

さ

ら

に

パ

ウ

ロ

は

ガ

ラ

テ

ア

５
　：
　１
６
-
１
７
で

「
霊

（
ｐ
ｎ
ｅ
ｕ
m
a

ｔ
ｉ
）

に

よ

っ

て

歩

き

な

さ

い

。

そ

う

す

れ

ば

、

あ

な

た

方

は

決

し

て

肉

の

欲

（
ｅ
ｐ
ｉｔ
ｈ
ｕ
ｍ

ｉａ
ｎ

ｓ
ａ
ｒ
ｋ
ｏ
ｓ
）

を

満

た

す

こ

と

は

な

い

。

な

ぜ

な

ら

、

霊

は

肉

（
ｓ
ａ
ｒ
ｘ

）

に

反

対

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
霊
（
ｐ
ｎ
ｅ
ｕ
m
a
）
と
肉
（
s
a
r
x
）
と

の

峻

別

を

し

て

い

る

。

こ

う

し

て

人

間

の

中

に

霊

と

肉

の

区

別

が

明

確

に

識

別

さ

れ

、

愛

の

働

き

も

霊

的

な

愛

と

肉

欲

的

な

愛

と

に

識

別

さ

れ

る

よ

う

に

な
っ
た
。
第
一
コ
リ
ソ
ト
１
３
　
：
　
１
３
の
「
愛
（
ａ
ｇ
ａ
ｐ
ｅ
）
　
」
と
ガ
ラ
テ
ヤ
５
　
：
　
２
４

の

「

欲

情

（
ｐ
ａ
ｔｅ
ｍ

ａ
）

と

欲

望

（
ｅ
ｐ
ｉｔ
ｈ
ｕ
ｍ

ｉａ
）
」

の

識

別

に

も

、

新

約

時

代

の

霊

肉

二

元

論

が

現

れ

て

い

る

。

霊

肉

二

元

論

的

な

愛

の

識

別

は

、

福

沢

諭

吉

の

著

書

の

中

で

も

類

似

の

二

元

論

が

現

れ

る

。

そ

の

幾

つ

か

の

例

を

取

り

上

げ

て

み

よ

う

。

ま

ず

明

治

十

六
年
（
一
八
八
三
）
十
月
の
『
日
本
婦
人
論
』
で
「
本
来
男
女
の
交
情
は
、

単

に

親

愛

の

み

を

以

て

維

持

す

可

き

に

非

ず

。

其

親

愛

の

中

に

自

か

ら

一

片

の
敬
意
を
加
へ
て

、
始

め
て
情
を
全
う
す
可

き
も
の
な
り
」

と
説

い
て
い
る
。

こ
れ
は
福
沢
が

キ
リ
ス
ト
教
の
説
い
た
肉
の
愛
と
霊
の
愛
と
の
識
別

に
類
似

し
た
識
別
を
立
て

た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
明

治
十
九
年
（
一

八
八
六
）

五

月
の

『
男
女
交
際
論
』

は
言
う
。

「
元
来
男
女
の
交
際

に
は
二
様
の
別
あ
り
。
之
に
名
を
下

せ
ば
、
一
を
情
感

の
交
、
一
を
肉
体

の
交
と
も
云
ふ
可
き
も
の
な
ら
ん
。
肉
体
の
交
と

は
文
字

の
如
く
両
生
の
肉
体
直
接
の
交
に
し
て
、
人
間
快
楽
の
中

に
て
も
す
こ
ぶ
る

重
き
も
の
な
り
。
…
…
一
歩
を
進
め
て
其
交
際
の
全
体
を
視
察
し
、
裏
よ
り

表
よ
り
其
微
細
の
事
情
を
吟
味
す
る
と
き

は
、
男
女

の
間
柄

は
肉
交
の
み

を

以

て
事
を
終
る
可
き
も
の

に
非
ず
。
事
に
人
文
漸

く
開
進

に
赴
き
、
人
の
心

志
を
用
る
区
域
漸
く
広
ま
り
て
、
心
事
漸

く
多
端
な

る
に
至
れ
ば
、
情
感
の

馳

す
る
所
も
亦
広
く
且
つ
多
端
に
し
て
、
男
女
の
交
際
単

に
肉
交
の
一
事
に

止

ま
る
可

ら
ず
。
…
…
即
ち
是
れ
男
女
両

生
の
間

に
南
風
の
薫
ず
る
も
の
に

し
て

。
之
を
名
け
て
情
感
の
交
と
は
申
す

な
り
。
…
…
肉
交
必
ず
し
も
情
交

に
伴
ふ
を
要
せ
ず
、
両
様
の
間
甚
だ
し
き
距

離
あ

る
も

の
に
し
て
、
各
独
立

の
働
を
為
す
の
み
な
ら
ず
、
其
性
質

を
吟

味
す
れ
ば

、
肉
交

の
働
は
劇
に
し

て

狭
く
、
情
交
の
働
は
寛

に
し
て
広
く
、
而

し
て
人
間
社

会
の
幸
福
快
楽
を

根
本
と
し
て
両
様
の
軽
重
如
何
を
問
ふ
者
あ
ら
ば
、
我
が
輩

は
其
孰
れ
を
重

し
と
し
孰
れ
を
軽
し
と
し
て
容
易
に
答
え

る
こ
と
能

は
ず
」

福
沢
は

『
日
本
婦
人
論
』
で
「
親
愛
と
敬

意
」
と

言
っ
て

い
た
区
別
を
、

『
男
女
交
際
論
』
で

は
「
肉
交
」
と
「
情
交
」
と
言

い
換
え

る
。
し

か
し

意

味
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
明

治
二
十

一
年
三
月

の
『
日
本
男
子
論
』



に

お

い

て

は

「
後

に
爰

に

配

偶

を

生

じ

、

男

女

二

人

相

伴

ふ

て

同
居

す

る

に

至

り

、

始

め

て

道

徳

の
要

用

を

見

出

し

た

り

。

其

相

伴

ふ

や

、

相

共

に

親

愛

し

、

相

共

に

尊

敬

し

、

互

に

助

け

、

助

け

ら

れ

、

二

人

恰

も

一

身

同

体

…

…
」

と

言

い

、

さ
ら

に

こ

の

夫

婦

に

お

い

て

道

徳

が

始

め

て

生

じ

る

こ

と

を

説

い

て

、
「
男

女

両
性

の

関

係

は

立

国

の

大

本

、

禍

福

の

起

源

…

…

夫

婦

親

愛

恭

敬

の

徳

は

、
天

下

万

世

百

徳

の

大

本

」

と

主

張

し

て

、

夫

婦

の

根

本

的

徳

が

「
親

愛
」

と

「
恭

敬
」

に

あ

る

と

し

て

い

る

。

も

ち

ろ

ん

こ

う

し

た

肉

交

と

情

交

、

あ

る

い

は

親

愛

と

恭

敬

の

二

次

元

の

原

理

は
、

福

沢

が

私

淑

し

た

Ｊ
．Ｓ

.Ｍ

ｉｌ
ｌ
の

著

書

の

中

に

も

発

見

さ

れ

る
。

た

と
え

ば

『
ベ

ン

タ

ム
』

に

、

ミ

ル

は

高

次

の

原

理

と

し

て

人

間

の

う

ち

に

内

在

す

る

「
人

格

の

尊

厳

ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｄ
ｉｇ
ｎ
ｉｔｙ
ｊ
「
名

誉

の

感

覚

ｔ
ｈ
ｅ

ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
　
o
f
　
h
ｏ
ｎ
ｏ
ｕ
ｉ
」
を
肯
定
し
て
、
ベ
ン
タ
ム
的
な
低
次
の
快
楽
に
対
す

る

高
級

快

楽

を
主

張

し

て

い

る

。

た

だ

し

福

沢

は

ミ

ル

の

『
ベ

ン

タ

ム
』

を

読

ん
で

は

い

な

い

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

ま

た

福

沢

が

特

に

欄

外

注

ま

で

施

し

て

熟

読

し

た

『
功

利

主

義

』
（
一

八

六

三

）

に

は

。

ミ

ル

が

「
満

足

し

た

愚

か

者
」

と

「
不

満

の

ソ

ク

ラ

テ

ス

」

の

識

別

を

し

て

い

る
こ

と

は

有

名

で

あ

る

。

対

比

の

ま

と

め

以

上

の

キ
リ

ス

ト
教

と

福

沢

の

夫
婦

関

係

に

関

す

る

対

比

を

ま

と

め

て

見

よ

う

。

キ
リ

ス

ト
教

で

は
男

女

は

神

に

よ

る

契

約

に

よ

っ
て

夫

婦

と

さ

れ

。

夫

婦

は

一
体

性

と

独

立

性

と

を

獲

得
す

る

。

福

沢

諭

吉

で

は

夫

婦

が

人

間

の

レ

ベ

ル

の

契

約

に

よ

っ

て

夫

婦

と

さ

れ

る

が

、

神

と

い

う

根

拠

は

否

定

さ

れ

る

。

し

か

し

キ

リ

ス

ト

教

と

同

様

に

夫

婦

は

一

体

性

と

独

立

性

が

確

保

さ

れ

る

。

一

方

、

夫

婦

間

の

愛

に

つ

い

て

は

、

キ

リ

ス

ト

教

は

神

の

愛

と

隣

人

愛

と
を
説
き
、
他
方
で
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
Ｓ
o
m
a
と
し
て
の
肉
の
愛
は

肯
定
さ
れ
る
が
、
神
か
ら
切
り
離
さ
れ
人
間
中
心
的
な
肉
s
a
r
x
と
し
て
の

情

欲

が

人

間

の

罪

の

起

因

の

一

つ

と

な

る

と

見

て

、

抑

制

し

よ

う

と

し

た

。

こ

れ

に

対

し

て

、

福

沢

は

夫

婦

間

の

愛

に

親

愛

つ

ま

り

肉

交

と

、

人

格

的

愛

を

根

拠

と

し

た

情

交

な

い

し

恭

敬

を

肯

定

し

た

が

、

男

性

の

奔

放

な

性

行

動

を

批

判

し

た

点

で

、

キ

リ

ス

ト

教

の

愛

の

二

層

論

と

類

似

す

る

。

一

方

キ

リ

ス

ト

教

の

隣

人

愛

に

は

敵

を

も

愛

す

る

愛

を

主

張

す

る

点

で

、

福

沢

は

キ

リ

ス

ト

教

を

離

れ

、

ミ

ル

の

思

想

に

重

な

る

。

さ

ら

に

キ

リ

ス

ト

教

と

福

沢

の

夫

婦

関

係

が

契

約

を

重

視

す

る

の

に

対

し

て

、

ミ

ル

は

功

利

主

義

の

立

場

に

立
っ
て
、
口
ッ
ク
以
来
の
契
約
思
想
を
社
会
契
約
の
一
つ
と
し
て
斥
け
る
。

こ

の

点

で

ミ

ル

の

男

女

論

は

福

沢

の

男

女

論

と

相

異

し

て

く

る

の

で

あ

る

。

（

―

）
　

Ｆ

ｒ
ａ
ｎ

ｃ

ｉ
ｓ

　

Ｗ

ａ
ｙ

ｌａ

ｎ

ｄ
,
　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｅ

ｌ
ｅ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｓ

　

Ｍ

ｏ
ｒ
ａ

ｌ
　

Ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ

ｃ
ｅ

　
（

１
８

３
５
）
,
　

Ｔ

ｈ
ｅ

Ｂ

ｅ

ｌ
ｋ

ｎ

ａ

ｐ

　

Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

　
ｏ

ｆ
　

Ｈ

ａ

ｒ
ｖ

ａ
ｒ

ｄ

　

Ｕ

ｎ

ｉｖ

ｅ
ｒ

ｓ
ｉ
ｔ
ｙ

　

Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　

１
９

６
３
,
　
ｐ

ｐ
.
ｘ

ｉ
-
ｘ

ｌ
ｉｘ

；

p
ｐ
.
 
２
６
０
-
２
８
６
.

（
２
）
　
福
沢
諭
吉
『
通
俗
国
権
論
（
明
治
一
二
年
）
』
『
福
沢
諭
吉
全
集
　
第
四
巻
』

岩

波

書

店

１
９

５
９
,
　
ｐ

ｐ

．
 １
８
-

１
９

．

以

下

、

福

沢

の

著

作

に

は

福

沢

の

名

を

省

い

て

著

作

名

を

記

し

て

、

全

集

は

『

全

集
　

第

一

巻

』

の

よ

う

に

略

記

す

る

。

（

３

）
　

旧

約

聖

書

の

引

用

は

、

次

の

諸

書

を

使

用

し

た

。

Ｋ
.

Ｅ

ｌ
ｌ
ｉ
ｇ

ｅ
ｒ

 
ｅ

ｔ

Ｗ
.

Ｒ

ｕ

ｄ
ｏ

ｌｐ

ｈ

　

ｅ

ｄ
.
,
　

Ｂ

ｉ
ｂ
ｌ
ｉａ

　

Ｈ

ｅ
ｂ
ｒ
ａ

ｉｃ
ａ

　

Ｓ

ｔｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ
ｒ

ｔ
ｅ
ｎ

ｓ

ｉａ

，
　

１
９

７
７
；
　

Ａ

ｌ
ｆ

ｒ
ｅ

ｄ



Ｒ

ａ

ｈ

ｌ
ｆ
ｓ

 

ｅ

ｄ

．
，

　

Ｓ

ｅ
ｐ

ｔ
ｕ
ａ

ｇ

ｉ
ｎ

ｔａ

，
 

ｖ

ｏ

ｌ
．

１

　

＆

　

ｖ

ｏ

ｌ
・
２

，
　

Ｗ

ｉｉ
ｒ
ｔ
ｔ
ｅ

ｍ

ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

Ｂ

ｉ
ｂ

ｅ

ｌ
ａ
ｎ

ｓ

ｔ
ａ

ｌ
ｔ
　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ
ｔ

，
　

１
９

３
５

・

ヘ

ブ

ル

表

記

と

し

て

は

、

印

刷

の

便

を

考

え

て

ヘ

ブ

ル

語

の

子

音

と

長

母

音

を
大
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
卜
で
表
し
、
短
母
音
を
小
文
字
母
音
で
表
記
す
る
。

長
母
音
ワ
ウ
は
ａ
で
表
し
。
長
母
音
ヒ
ー
レ
ッ
ク
・
プ
ラ
ス
・
イ
オ
ッ
ド
は
‘

で
表
記
す
る
。
喉
音
の
ア
イ
ン
は
a
な
ど
と
表
記
し
、
ヘ
ー
ト
は
H
で
表
記

す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
は
ロ
ー
マ
字
表
記
と
し
、
気
息
音
は
"
ア
ク
セ
ン
ト
は

付

け

な

い

こ

と

に

し

た

。

（

４

）
　

Ｍ

ａ

ｒ
ｔ

ｉｎ

 

Ｌ

ｕ

ｔ
ｈ
ｅ

ｒ

，  

Ｂ

ｉ
ｂ

ｌ
ｉａ

 

Ｇ

ｅ
ｒ
ｍ

ａ
ｎ

ｉｃ
ａ

，
 

１

５
４

５
，

 

Ｄ

ｅ

ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

Ｂ

ｉ
ｂ
ｅ

ｌ
ｇ

ｅ
ｓ
ｅ

ｌ
ｌｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｆ
ｔ
　

Ｓ
ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ
ｔ

， 　
（

１

９
６

７
）

，
　

１
９

８
３

．

（

５

）
　

Ｄ

ｉｅ

　
Ｂ

ｉ
ｂ
ｅ

ｌ
　
ｏ

ｄ
ｅ
ｒ

　
ｄ
ｉ
ｅ

　
Ｇ

ａ

ｎ

ｚ
ｅ

　
Ｈ

ｅ

ｉ
ｌ
ｉｇ

ｅ

　

Ｓ
ｃ
ｈ

ｒ

ｉｆ
ｔ

　
ｄ
ｅ

ｓ

　
Ａ

ｌ
ｔ
ｅ
ｎ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｎ

ｅ
ｕ

ｅ
ｎ

Ｔ

ｅ
ｓ

ｔａ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｓ

 

ｎ

ａ

ｃ
ｋ

 

ｄ
ｅ
ｒ

 

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ

ｎ
ｇ

 

Ｍ

ａ

ｒ

ｔ
ｉ

ｎ

 

Ｌ

ｕ

ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ

Ａ

ｐ
ｏ

ｋ
ｒ
ｙ
ｐ

ｈ
ｅ
ｎ

，
　
Ｗ

ｕ

ｒ
ｔ
ｔ
ｅ
ｍ

ｂ
ｅ

ｒ
ｇ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｂ

ｉ
ｂ
ｅ

ｌａ

ｎ

ｓ
ｔ
ａ

ｌ
ｔ
　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ

ｒ
ｔ

，
　

１
９

７
８

・

（

６

）

『

旧

約

新

約
　

聖

書

大

辞

典

』

教

文

館

、

一

九

八

九

年

六

月

二

十

日

。

（

７

）

Ｋ

・
　

Ａ

ｌ
ａ
ｎ

ｄ

，
　

Ｍ

・
　

Ｂ

ｌ
ａ
ｃ

ｋ

　
ｅ

ｔ
　
ａ

ｌ
．
 

ｅ

ｄ

．
，

　

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｇ

ｒ
ｅ
ｅ

ｋ

　

Ｎ

ｅ
ｗ

　

Ｔ

ｅ
ｓ

ｔａ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
，

T
ｈ
ｉ
ｒ
ｄ
　
Ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

，

Ｕ

ｎ

ｉ
ｔ
ｅ

ｄ

　

Ｂ

ｉ
ｂ

ｌｅ

　

Ｓ
ｏ

ｃ

ｉｅ

ｔ
ｉ
ｅ
ｓ

， 　

１
９
７

５
；
　

Ｎ

ｅ

ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
-

Ａ

ｌａ

ｎ

ｄ

Ｎ

ｏ
ｖ
ｕ
m

　

Ｔ

ｅ
ｓ
ｔ
ａ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m

　

Ｇ

ｒ
ａ
ｅ
ｃ
ｅ

，
　

Ｄ

ｅ

ｕ

ｔ
ｃ

ｈ

ｅ

　
Ｂ

ｉ
ｂ

ｅ

ｌｇ

ｅ

ｓ
ｅ

ｌｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｆ
ｔ

，
　

２
７

ｒ
ｅ

ｖ

ｉ
ｄ

ｉｅ

ｒ
ｔ
ｅ

　
Ａ

ｕ

ｆ
ｌ
ａ
ｇ

ｅ

，
　

１
９
９

３
.

（
８
）
『
中
津
留
別
の
書
』
『
全
集
　
第
二
十
巻
』
ｐ
ｐ
・
 
５
０
-
５
１
・
　
『
中
津
留
別
の
書
』

は

明

治

三

年

に

書

か

れ

た

福

沢

の

一

番

最

初

の

男

女

論

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

。

こ

こ

で

福

沢

は

夫

婦

の

平

等

、

一

体

性

、

独

立

性

を

説

い

た

の

で

あ

る

。

（

９

）

『

新

女

大

学

』

『

全

集
　

第

六

巻

』

ｐ

・
５

１
９

・

（

1 0

）

『

日

本

婦

人

論

』

『

全

集
　

第

五

巻

』

ｐ

・
 ４

７
０
・

（

1 1

）

『

男

女

交

際

論

』

『

全

集
　

第

五

巻

』

ｐ

ｐ

・
５

８
９
-

５

９

０
・

（
1
2
）
　
『
全
集
　
第
五
巻
』
ｐ
・
 
６
１
２
・

（

1 3

）
　

Ｊ
・
　

Ｓ

・
　

Ｍ

ｉ
ｌ
ｌ

，
　

Ｂ

ｅ
ｎ

ｔ
ｈ
ａ

ｍ

　

ｉ
ｎ

　

Ｊ
ｏ

ｈ
ｎ

　

Ｓ

ｔ
ｕ
ａ

ｒ

ｔ
　

Ｍ

ｉ
ｌ
ｌ
　

ｏ
ｎ

　

Ｂ

ｅ
ｎ

ｔ
ｈ
ａ
ｍ

　

ａ

ｎ

ｄ

Ｃ

ｏ

ｌｅ
ｒ

ｉ
ｄ
ｇ

ｅ

，
　
Ｈ

ａ
ｒ
ｐ

ｅ

ｒ

　
Ｔ

ｏ

ｒ
ｃ

ｈ

　

Ｂ
ｏ

ｏ

ｋ
ｓ

，
　

１
９

６
２

・

，　
ｐ

・
 ６

７
.

福

沢

が

本

書

を

読

ん

だ

証

拠

は

な

い

。

（

1 4

）
　

Ｊ
.
　

Ｓ
.
　

Ｍ

ｉ
ｌ
ｌ

，
　

Ｕ

ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔａ

ｒ

ｉａ
ｎ

ｉ
ｓ
m

，
　

ｉ
ｎ

　

Ｕ

ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｒ

ｉａ

ｎ

ｉ
ｓ
m

，
　

Ｌ

ｉ
ｂ
ｅ
ｒ

ｔｙ

，
 

ａ

ｎ

ｄ

Ｒ

ｅ
ｐ

ｒ

ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
Ｇ

ｏ

ｖ
ｅ
ｒ
ｎ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
，

　
Ｎ

ｅ
ｗ

　
Ｙ

ｏ

ｒ

ｋ
:

　
Ｅ

・
　

Ｐ
・
　

Ｄ

ｕ

ｔ
ｔ
ｏ

ｎ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｃ

０

ヨ

・

ｐ

ａ
ｎ

ｙ

，
　

Ｉ
Ｎ
（

Ｌ

ｏ
ｎ

ｄ
ｏ

ｎ
:

　

Ｊ
.
　

Ｍ

・
　

Ｄ

ｅ
ｎ

ｔ

　

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｓ
ｏ

ｎ

ｓ

，
　

Ｌ

Ｉ
Ｍ

Ｉ
Ｔ

Ｅ

Ｄ

．
，

　

Ｔ

ｈ

ｅ

Ｎ

ｅ
w

　

Ａ

ｍ

ｅ
ｒ

ｉｃ
ａ

ｎ

　
Ｅ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

ｓ

　
ｏ

ｆ

　
Ｅ
ｖ

ｅ
ｒ
ｙ

ｍ

ａ
ｎ

，ｓ

　
Ｌ

ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ

，
　

１
９

５
１

，

福

沢

は

本

書

を

丹

念

に

読

み

、

欄

外

に

注

を

付

け

て

い

る

。

彼

の

使

用

し

た

本

は

慶

応

義

塾

福

沢

研

究

セ

ン

タ

ー

に

保

存

さ

れ

て

い

る

。

福

沢

が

恐

ら

く

読

ん

だ

と

考

え

ら

れ

る

ミ

ル

の

本

は

こ

の

外

に

、
’Ｏ

ｎ

　

Ｌ

ｉ
ｂ
ｅ
ｒ

ｔｙ
"

，
　
"

Ｒ

ｅ
ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ

ｔａ

ｔ
ｉ
ｖ
ｅ

Ｇ

ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ

ｍ

ｅ
ｎ

ｔ
"

，
　
"

Ｔ

ｈ
ｅ

　

Ｓ
ｕ

ｂ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉｏ

ｎ

　
ｏ
ｆ

　
Ｗ

ｏ
ｍ

ｅ
ｎ
"

，

、’
Ｐ

ｒ

ｉｎ

ｃ

ｉｐ

ｌｅ
ｓ

　
ｏ
ｆ

　
Ｐ

ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
-

ｃ
ａ

ｌ
　
Ｅ

ｃ
ｏ
ｎ

ｏ

ｍ

ｙ
"

，
　
"

Ｔ

ｈ
ｒ

ｅ
ｅ

　
Ｅ

ｓ
ｓ
ａ
ｙ

ｓ

　
ｏ
ｎ

　

Ｒ

ｅ

ｌ
ｉｇ

ｉｏ
ｎ
"

な

ど

を

数

え

て

も

よ

い

の

で

は

な

い

か

と

筆

者

は

推

測

し

て

い

る

。

最

後

の

本

は

少

な

く

と

も

福

沢

の

高

弟

小

幡

篤

次

郎

の

訳

し

た

訳

書

『

彌

爾
　

宗

教

三

論

』

丸

屋

善

七

、

明

治

十

年

－

十

一

年

）

は

読

ん

だ

と

思

わ

れ

る

。

（
こ
い
ず
み
・
た
か
し
、
近
代
日
本
思
想
史
・
比
較
思
想
、

慶

応

義

塾

大

学

名

誉

教

授

）
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