
平安の昔から、
「昔の人」の懐かしい思い出を
呼びおこすとされた橘の花の香り。
その橘を最も好んだ「時の鳥（ホトトギス）」。

「CHRONOS 時の鳥」は、
ギリシア神話の「時の神」クロノスを頭上に戴き、

「時」の大空をはばたく鳥を
イメージしています。

 Institute for Women's History & Culture
 Kyoto Tachibana University 
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クロノス［時の鳥］vol.50 2024.3

「愛情」福永凜瞳
（本学文学部学生／ tachibana photo）

〈巻頭エッセイ〉
クロノス 50号刊行によせて
過去に開かれた窓 5
作品のウチソト 5
歴史遺産とジェンダー 5
イギリス女性生活誌 50
近代日本音楽史を彩る女性たち 11
INFORMATION
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巻頭エッセイ
クロノス50号刊行によせて

※
ク
ロ
ノ
ス
50
号
の
刊
行
に
あ
た
り
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
歴
代
所
長
よ
り
文
章
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
れ
た
）
を
中
心
に
講
演
が
組
ま
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
発
足
は
、
日
本
中
世

の
女
性
史
研
究
の
水
準
を
築
い
た
、
脇
田
晴
子
先
生
・
田
端
泰
子

先
生
の
学
問
的
軌
跡
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
私
自
身
は
関
東
で

研
究
者
と
し
て
の
自
己
形
成
を
し
た
者
で
あ
り
、
脇
田
先
生
・
田

端
先
生
の
「
弟
子
筋
」
で
は
な
い
が
、
日
本
中
世
史
を
学
ぶ
者
と

し
て
、
お
二
人
の
研
究
か
ら
は
大
き
な
学
恩
を
受
け
て
い
る
。
こ

の
意
味
で
、
二
〇
二
三
年
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
第
三
〇
回
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
脇
田
先
生
・
田
端
先
生
の
女
性
史
研
究
を
女
性

史
の
研
究
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
報
告
が
で
き
た
こ
と
は
、
お

二
人
の
学
恩
に
答
え
る
上
で
も
、
有
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
（
そ
の

内
容
は
、『
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
三
号
、
参
照
）。

　

今
日
、
京
都
橘
大
学
は
複
数
学
部
を
擁
す
る
共
学
の
総
合
大
学

と
な
り
、
大
学
の
理
念
も
共
学
化
に
と
も
な
い
、「
自
立
・
共
生
・

臨
床
の
知
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
社
会
的
に
は
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
に
見
ら
れ
る
性
的
少
数
者
を
め
ぐ
る
人
権
も
、
注
目
を
集
め
て

い
る
。
し
か
し
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
一
九
五
四
年
、
林
屋
辰
三
郎

氏
が
、「
す
く
な
く
と
も
民
衆
の
歴
史
と
い
う
か
ぎ
り
は
、
そ
の
半

数
を
占
め
る
女
性
の
立
場
を
考
慮
し
な
く
て
は
、
ほ
ん
と
う
の
民

衆
生
活
を
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
な
（『
歌

舞
伎
以
前
』
岩
波
新
書
）、
女
性
の
社
会
へ
の
進
出
と
男
女
平
等

は
、
今
日
な
お
日
本
で
は
実
現
途
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

意
味
で
、
歴
史
上
無
視
さ
れ
て
き
た
「
半
数
」（「
大
多
数
」
の
少

数
者
）
の
歴
史
・
文
化
を
解
明
す
る
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
役

割
は
、
今
日
な
お
失
わ
れ
て
い
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。

　

京
都
橘
大
学
（
当
時
は
京
都
橘
女
子
大
学
）
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
が
発
足
し
た
の
は
、
開
学
二
十
五
周
年
に
当
た
る
一
九
九
二

年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
初
代
所
長
は
田
端
泰
子
先
生
で
あ
っ

た
。
橘
は
当
時
、「
自
立
し
た
女
性
の
育
成
」
を
建
学
の
理
念
と
す

る
文
学
部
単
科
の
女
子
大
学
で
あ
り
、
女
子
大
学
と
し
て
の
特
色

を
生
か
し
た
学
問
研
究
の
セ
ン
タ
ー
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。

　

本
学
は
一
九
六
七
年
四
月
に
橘
女
子
大
学
と
し
て
開
学
し
て
い

る
が
、
の
ち
に
日
本
の
女
性
史
研
究
で
著
名
に
な
る
脇
田
晴
子
先

生
（
一
九
三
四
～
二
〇
一
六
年
）
は
、
開
学
と
同
時
に
橘
女
子
大

学
に
赴
任
し
て
お
り
、
田
端
先
生
は
開
学
三
年
目
の
橘
へ
の
赴
任

で
あ
る
。
脇
田
先
生
を
中
心
に
、
田
端
先
生
も
加
わ
っ
た
「
女
性

史
総
合
研
究
会
」
は
、
一
九
八
二
年
に
『
日
本
女
性
史
』
全
五
巻

（
東
京
大
学
出
版
会
）
を
刊
行
し
た
。
こ
の
『
日
本
女
性
史
』
全

五
巻
は
、
日
本
の
女
性
史
研
究
の
実
証
的
水
準
を
引
き
上
げ
る
と

と
も
に
、
女
性
史
研
究
を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
歴
史
学
に
認
知
さ
せ

る
役
割
を
担
っ
た
が
、
当
時
脇
田
先
生
が
橘
の
教
授
だ
っ
た
関
係

も
あ
り
、『
日
本
女
性
史
』
刊
行
当
時
の
女
性
史
総
合
研
究
会
は
、

事
実
上
橘
に
事
務
局
を
置
き
、
女
性
史
総
合
研
究
会
が
科
学
研
究

費
で
蒐
集
し
た
女
性
史
・
女
性
学
関
係
の
図
書
も
、
橘
の
図
書
館

に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
橘
の
「
伝
統
」
も
踏
ま
え
て
、「
研
究

成
果
を
社
会
に
還
元
し
、
日
本
の
学
術
研
究
に
貢
献
す
る
」
研
究

所
と
し
て
（
一
九
八
九
年
七
月
の
越
智
武
臣
学
長
〈
当
時
〉
に
対

す
る
総
合
計
画
委
員
会
の
答
申
）、京
都
橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文

化
研
究
所
は
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、
鳴
門
教
育
大
学
を
経
て
、
大
阪
外
国
語
大
学
教
授
と
な
っ
て

い
た
脇
田
先
生
（
そ
の
後
脇
田
先
生
は
、
滋
賀
県
立
大
学
に
転
任

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
発
足
の
こ
ろ

細
川 

涼
一　
女
性
歴
史
文
化
研
究
所 

第
６
代
所
長
（
２
０
０
８
―
２
０
１
１
年
度
）
／
本
学
名
誉
教
授

ク
ロ
ノ
ス
三
〇
年
の
想
い
出

松
浦 

京
子　
女
性
歴
史
文
化
研
究
所 

第
３
・
５
代
所
長
（
２
０
０
２
―
２
０
０
３
・
２
０
０
５
―
２
０
０
７
年
度
）
／
本
学
名
誉
教
授

　

ク
ロ
ノ
ス
五
〇
号
、
す
な
わ
ち
刊
行
か
ら
三
〇
年
が
経
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
筆
者
は
「
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌
」

な
る
連
載
を
ず
っ
と
担
当
し
て
き
ま
し
た
。
ざ
っ
と
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
や
は
り
時
の
流
れ
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
創
刊
の

こ
ろ
に
は
、
女
性
史
女
性
文
化
を
標
榜
す
る
研
究
所
は
ま
だ
珍
し

い
存
在
で
し
た
か
ら
、
そ
の
一
般
向
け
広
報
誌
と
し
て
の
役
割
を

担
う
も
の
の
歴
史
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
書
け

ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
逡
巡
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
も
あ
っ
て
初

回
の
「
女
性
史
か
ら
見
た
『
社
会
進
出
』」
な
る
一
文
は
今
読
む
と

至
っ
て
常
識
的
な
内
容
で
し
か
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
当
時

は
「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
、
よ
く
わ
か

り
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
印
象
深
い
思
い

出
で
す
。

　

以
来
、
思
う
ま
ま
に
自
由
に
書
か
せ
て
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。

た
だ
、
元
来
女
性
史
は
、
か
つ
て
看
過
さ
れ
て
き
た
題
材
を
扱

い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
従
来
の
歴
史
像
や
解
釈
に
新
た
な
一
面
を

付
け
加
え
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
き
続

け
て
き
た
連
載
の
題
材
や
話
題
に
は
、
意
識
し
て
日
本
で
は
初
め

て
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
た
り
、
従
来
と
は
少
々
異
な
る

視
点
や
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
と
い
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
機
会
を
与

え
て
く
だ
さ
っ
た
ク
ロ
ノ
ス
、
そ
し
て
研
究
所
に
感
謝
す
る
ば
か

り
で
す
。

　

ま
た
、
研
究
所
所
長
と
し
て
ク
ロ
ノ
ス
の
巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

（
第
一
七
号
―
二
〇
号
、
二
六
号
）
に
も
登
場
し
ま
し
た
。
こ
ち

ら
は
赤
面
の
至
り
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
の
設
定
に
は
担
当
の
職

員
の
方
が
い
ろ
い
ろ
お
骨
折
り
を
く
だ
さ
り
、
社
会
で
活
躍
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
方
々
に
出
会
え
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
筆

者
に
と
っ
て
現
代
日
本
に
お
け
る
女
性
を
改
め
て
考
え
る
機
会
と

も
な
り
ま
し
た
し
、
読
者
の
方
に
も
興
味
深
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

ク
ロ
ノ
ス
の
巻
末
に
は
研
究
所
が
年
一
回
開
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

テ
ー
マ
は
実
に
多
彩
で
、
学
際
的
、
国
際
的
で
あ
り
、
毎
回
学
外

か
ら
注
目
す
べ
き
方
々
を
お
招
き
し
て
講
演
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
実
施
し
て
き
て
い
ま
す
。
私
の
所
長
在
任
中
だ
け
を
見
て
も

戦
国
の
女
性
、
帝
国
主
義
時
代
の
日
英
の
女
性
、
ミ
シ
ン
と
女
性

に
ま
つ
わ
る
経
済
、
そ
し
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
歩
み
と
課

題
、
と
い
う
よ
う
に
研
究
ジ
ャ
ン
ル
は
文
学
、
歴
史
、
経
済
、
社

会
政
策
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
知
見
を
深
め
る
機
会
と
な

り
ま
し
た
。
最
後
に
担
当
し
た
二
〇
〇
七
年
の
「
女
性
差
別
撤
廃

条
約
と
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
こ
の
二
つ

の
成
果
の
実
現
に
尽
力
さ
れ
た
赤
松
良
子
氏
か
ら
感
銘
深
い
講
演

に
加
え
て
忘
れ
が
た
い
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
赤
松

氏
は
「
女
性
の
地
位
向
上
の
た
め
の
隊
列
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
隊
列
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

ず
に
い
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
今
改
め
て
思

い
返
す
と
、
研
究
所
な
ら
び
に
ク
ロ
ノ
ス
の
一
層
の
活
躍
を
祈
念

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
記

す
こ
と
で
拙
文
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
月
七
日
、
赤
松
良
子
先
生
の
訃
報
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

哀
悼
と
と
も
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
く
思
い
ま
す
。
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個
人
的
位
置
か
ら
考
え
る

高
久 

嶺
之
介　
女
性
歴
史
文
化
研
究
所 

第
７
代
所
長
（
２
０
１
２
―
２
０
１
３
年
度
）
／
本
学
名
誉
教
授

　

き
わ
め
て
個
人
的
位
置
か
ら
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
を
考
え
た

い
と
思
う
。

　

私
が
前
の
大
学
を
退
職
し
て
、
本
学
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
は

二
〇
〇
八
年
四
月
で
あ
る
。

　

実
は
本
学
に
入
る
直
前
か
ら
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
と
の
か
か

わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
私
は
、
本
学
に
入
る
ま
で
確
か
二
年
間
ほ

ど
本
学
文
学
部
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た
。
そ
の
縁
が
あ
っ

て
か
、
二
〇
〇
六
年
に
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
か
ら
の
依
頼
に
よ

り
、
同
年
九
月
九
日
、
ク
レ
オ
大
阪
（
大
阪
市
女
性
協
会
）
で
講

演
し
た
。
講
演
は
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
講
演
の
素
材
は
秋
田
県
で

全
生
涯
、
も
し
く
は
大
半
を
過
ご
し
た
私
の
母
高
久
タ
ケ
と
義
母

で
あ
る
私
の
妻
の
母
柏
原
シ
ゲ
で
あ
っ
た
。
講
演
の
ね
ら
い
は
、

二
人
の
母
の
昭
和
戦
前
期
を
中
心
に
し
た
昭
和
史
で
あ
り
、
近
代

の
庶
民
の
女
性
た
ち
の
多
様
な
生
き
方
を
、
大
正
か
ら
昭
和
戦
前

期
の
時
代
背
景
を
も
と
に
描
く
試
み
で
あ
っ
た
。

　

実
は
、
私
は
そ
れ
ま
で
女
性
史
に
つ
い
て
一
本
も
書
い
た
も
の

が
な
か
っ
た
。
依
頼
が
あ
っ
た
時
、
最
初
、
戸
惑
っ
た
の
も
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
度
や
っ
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
と
考
え

直
し
た
。
私
の
母
や
妻
の
母
は
昭
和
の
初
期
、
小
学
校
高
等
科
ま

で
の
学
歴
し
か
な
い
（
多
く
の
女
性
が
そ
う
で
あ
っ
た
）。
し
か

し
、こ
の
無
名
で
、高
等
教
育
を
受
け
て
い
な
い
女
性
た
ち
を
取
り

上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
ま
た
、
私
が
地
元
の
高
校
を
出
て
大

学
に
行
く
ま
で
、
も
ち
ろ
ん
大
学
に
進
学
す
る
男
子
は
少
な
か
っ

た
し
、
女
子
は
そ
れ
以
上
に
少
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
女
性
の
明

治
・
大
正
・
昭
和
の
姿
を
自
分
な
り
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
個
人

的
想
い
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
大
正
や
昭
和
の
女
性
を
た
ま
た
ま
、
あ
る
特
定
の
規
範

（
た
と
え
ば
「
良
妻
賢
母
思
想
」
―
必
ず
し
も
古
い
も
の
で
は
な

い
が
）
や
教
育
の
影
響
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

そ
う
い
う
規
範
が
結
果
的
に
言
説
研
究
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
気
に
な
っ
て
い
た
。
で
き
れ
ば
、
そ
う
い
う
規
範
に

く
く
ら
れ
な
い
女
性
史
を
描
き
た
か
っ
た
。
母
や
義
母
を
描
く
の

は
そ
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。

　

京
都
橘
大
学
の
女
性
歴
史
研
究
も
特
定
の
理
論
や
方
法
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
面
で
は
、
多
様
な
面
を
も
ち
な
が
ら
「
実

証
主
義
的
ス
タ
イ
ル
」
を
維
持
し
た
か
ら
、
今
日
ま
で
あ
る
の
だ

と
思
う
。

　

私
は
、二
〇
一
二
年
と
一
三
年
の
二
年
間
所
長
を
つ
と
め
た
が
、

他
の
所
長
と
異
な
る
成
果
を
社
会
的
に
上
げ
た
と
は
お
も
え
な

い
。
し
か
し
、
私
個
人
に
と
っ
て
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
お
よ

び
京
都
橘
大
学
の
教
育
は
意
味
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
文
学
部

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
西
洋
史
の
教
員
と
日
本
史
の
教
員
が
一
緒
に

女
性
史
を
講
義
し
、
ま
た
討
論
す
る
授
業
が
あ
っ
た
。
私
が
授
業

を
行
っ
た
時
、
西
洋
史
の
教
員
は
松
浦
京
子
先
生
で
あ
っ
た
。
イ

ギ
リ
ス
の
近
代
の
女
性
の
社
会
的
位
置
が
か
つ
て
日
本
で
考
え
ら

れ
て
い
る
ほ
ど
大
き
な
差
が
な
い
と
い
う
の
が
新
鮮
で
あ
っ
た
。

私
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
農
村

と
地
方
の
町
場
の
女
性
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

　

私
が
本
学
を
退
職
す
る
の
は
二
〇
一
七
年
三
月
で
あ
る
が
、
本

学
に
就
職
す
る
前
に
講
演
し
た
内
容
を
さ
ら
に
事
実
を
付
け
加
え

て
退
職
直
前
に
「
母
た
ち
の
昭
和
史
―
高
久
タ
ケ
・
柏
原
シ
ゲ
―
」

と
い
う
論
文
と
し
て
『
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
』
に
発
表
し

た
。
こ
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
文
を
書
い
て
き
た
が
、

事
実
の
不
明
な
点
は
あ
る
も
の
の
様
々
な
私
の
仕
事
の
う
ち
で
な

ぜ
か
も
っ
と
も
気
に
入
り
、
思
い
入
れ
の
あ
る
作
品
と
な
っ
た
。

　

き
わ
め
て
個
人
的
な
想
い
を
書
い
た
が
、
京
都
橘
大
学
が
女
性

歴
史
文
化
研
究
所
を
維
持
し
な
が
ら
、
発
展
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
思
う
。

康
科
学
部
長
で
あ
っ
た
日
比
野
英
子
先
生
（
現
本
学
学
長
）
に
論

文
執
筆
と
と
も
に
編
者
と
し
て
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
文
学
部

の
松
浦
京
子
先
生
、
林
久
美
子
先
生
、
王
衛
明
先
生
、
小
林
裕
子

先
生
、
非
常
勤
講
師
（
当
時
）
の
米
澤
洋
子
先
生
の
ご
寄
稿
を
得

る
と
と
も
に
、
看
護
学
部
の
河
原
宣
子
先
生
、
理
学
療
法
学
科
の

横
山
茂
樹
先
生
に
も
コ
ラ
ム
の
ご
執
筆
を
快
諾
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
論
文
集
は
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学

の
枠
を
超
え
た
学
際
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
立
教
大
学
名
誉
教
授
の
北
山
晴
一

先
生
、
滋
賀
県
立
大
学
（
当
時
）
の
橋
本
周
子
先
生
と
い
う
学
外

か
ら
の
ご
協
力
も
得
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
諸
先
生
方
の
お
力
添

え
と
、
快
く
出
版
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
昭
和
堂
の
ご
尽
力

も
あ
り
、
何
と
か
私
の
在
任
中
に
『
身
体
は
だ
れ
の
も
の
か
』
と

し
て
刊
行
ま
で
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め
て
感
謝

い
た
し
ま
す
。

　

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
後
第
13
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
社
会
に
お
け
る
女
性
の
活
動
―
京
都
と
そ
の
周
辺

を
舞
台
に
し
て
」、
第
14
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
女
性
を
取
り
巻
く
環

境
」
と
順
調
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
担

当
さ
れ
て
お
ら
れ
る
増
渕
徹
先
生
、
野
田
泰
三
先
生
の
ご
尽
力
に

心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
今
後

も
京
都
橘
大
学
の
「
肝
」
と
し
て
の
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
ま

す
ま
す
の
ご
発
展
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
『
ク
ロ
ノ
ス
』五
〇
号
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
女
性
歴
史
文

化
研
究
所
の
広
報
誌
と
し
て
、
じ
つ
に
深
く
か
つ
多
様
な
テ
ー
マ

を
取
り
上
げ
、
学
術
的
な
女
性
史
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
行
っ
て

こ
ら
れ
た
こ
と
を
、
第
八
代
目
の
研
究
所
長
と
し
て
誇
ら
し
く
感

じ
て
お
り
ま
す
。
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
四
年
間

の
在
任
期
間
の
中
で
、
私
の
思
い
出
と
し
て
二
つ
心
に
刻
ま
れ
た

こ
と
を
紹
介
し
、
お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
た
し
ま
す
。

　

ひ
と
つ
は
二
〇
一
五
年
頃
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
京
都
橘

大
学
が
大
学
基
準
協
会
に
よ
る
外
部
認
証
評
価
を
受
け
実
地
調
査

が
行
わ
れ
た
際
、
最
後
の
取
り
ま
と
め
の
懇
談
の
場
で
、
評
価
委

員
会
の
長
を
務
め
ら
れ
た
先
生
に
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
こ

の
大
学
の
『
肝
』
の
よ
う
な
存
在
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
で

す
。
初
代
の
研
究
所
長
の
田
端
泰
子
先
生
以
来
の
女
性
歴
史
文
化

研
究
所
の
研
究
活
動
が
、
こ
う
し
た
外
部
認
証
評
価
の
場
に
お
い

て
改
め
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
た
私
は
実
感
し
ま
し
た
し
、
大
学
が
質
量
と
も
に
拡
大
し

て
い
く
中
で
も
、
や
は
り
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
京
都
橘
大
学

の
核
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
外
部
の
目
か
ら
評
価
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
私
が
代
表
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
第
12
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト「
装
い
と
身
体
の
歴
史
」に
つ
い
て
で
す
。
自
分
の
力

不
足
も
あ
り
、
な
か
な
か
企
画
の
具
体
的
内
容
を
決
め
る
こ
と
が

で
き
ず
右
往
左
往
し
て
い
る
な
か
で
、
田
端
泰
子
先
生
と
当
時
健

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
に
か
か
わ
る
ふ
た
つ
の
思
い
出

南 

直
人　
女
性
歴
史
文
化
研
究
所 

第
８
代
所
長
（
２
０
１
４
―
２
０
１
７
年
度
）
／
立
命
館
大
学
教
授

巻頭エッセイ
クロノス50号刊行によせて
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過
去
に

開
か
れ
た

窓
女性が鞠を蹴ったことをどう見るか

尾下 成敏
本学文学部歴史学科教授

蹴
る
こ
と
は
全
面
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
枝
鞠
の
会
か
ら
女

性
鞠
足
が
事
実
上
排
除
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
浮
上
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
蹴
鞠
の
保
存
・
普
及
に
努
め

て
い
る
蹴
し
ゅ
う
き
く鞠

保
存
会
は
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
、
女
性
鞠
足
の
晴
会
（
公
式
の
鞠
会
）
出

場
を
認
め
て
い
ま
す
。
今
日
の
晴
会
も
枝
鞠

の
会
で
す
。
実
際
、
京
都
御
所
等
で
行
わ
れ

る
蹴
鞠
保
存
会
の
実
演
を
見
学
す
る
と
、
解

鞠
の
後
、
男
性
鞠
足
と
と
も
に
鞠
を
蹴
る
女

性
鞠
足
の
姿
が
確
認
で
き
ま
す
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
男
女
が
と
も
に
鞠
を
蹴
る
と

い
う
点
を
重
視
す
れ
ば
、「
中
納
言
」
が
出
場

し
た
鞠
会
と
現
代
の
晴
会
と
の
間
に
は
共
通

点
が
あ
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、「
系
譜
上
つ
な
が
る
」
と
主
張
し
た
わ
け

で
す
。
全
く
異
質
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
の
二
つ
が
全
く
同
質
と
は
言

え
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
女
性
が
枝
鞠
の
会
に
出
場
で
き
た
か

ど
う
か
は
重
要
で
す
。
何
故
な
ら
、
こ
の
点

は
十
六
世
紀
の
蹴
鞠
界
と
二
十
一
世
紀
の
蹴

鞠
界
の
相
違
点
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
か
ら

で
す
。
本
当
に
違
う
の
か
ど
う
か
を
見
定
め

る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
史
料
収
集
が
必
要

で
し
ょ
う
。
ま
た
十
六
世
紀
の
女
性
観
の
問

題
を
検
討
し
て
み
る
作
業
も
必
要
か
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ら
は
み
な
今
後
の
課
題
で
す
。

小
文
を
寄
稿
し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
私
は
、

①
戦
国
時
代
の
京
都
の
蹴
鞠
の
会
（
以
下
、

鞠
会
）
に
お
い
て
、「
中
納
言
」
と
呼
ば
れ
る

女
性
が
男
性
と
と
も
に
鞠
を
蹴
っ
た
事
実
を

明
ら
か
に
し
（
従
来
、
女
性
鞠
足
の
出
現
は

江
戸
時
代
と
さ
れ
て
い
た
）、②
男
女
が
と
も

に
鞠
を
蹴
る
と
い
う
点
を
重
く
見
る
な
ら
、

「
中
納
言
」出
場
の
鞠
会
は
現
代
の
蹴
鞠
界
の

あ
り
方
と
系
譜
上
つ
な
が
る
こ
と
、
③
十
六

世
紀
の
蹴
鞠
道
家
で
あ
る
公
家
の
飛
鳥
井
家

は
、
男
性
の
み
を
鞠
足
と
し
て
想
定
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
以
下
で
は
、
こ

の
十
六
世
紀
の
女
性
鞠
足
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
こ
と
を
記
す
こ
と
に
し
ま
す
。

　

鞠
会
の
う
ち
、
公
式
の
会
と
も
言
う
べ
き

晴は
れ

の
鞠
会
で
は
、枝
に
付
け
た
鞠
（
枝え
だ
ま
り鞠
）
を

鞠
場
に
運
び
、こ
れ
を
場
内
に
置
き（
置お
き
ま
り鞠
）、

つ
ぎ
に
こ
れ
を
枝
か
ら
解
き
は
な
す
儀
式

（
解と
き
ま
り鞠
）を
行
い
ま
す
。
こ
う
し
た
儀
式
を
伴

う
鞠
会
を
「
枝
鞠
の
会
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

ま
す
が
、
十
六
世
紀
京
都
の
鞠
会
に
関
す
る

史
料
を
見
る
と
、
枝
鞠
の
会
が
催
さ
れ
る
こ

と
は
稀
で
確
か
な
事
例
は
七
例
で
す
（
詳
細

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
国
織
豊
期
飛
鳥
井

家
の
破
子
鞠
の
会
に
つ
い
て
」『
藝
能
史
研

究
』二
三
四
号
を
参
照
）。
枝
鞠
の
会
の
開
催

数
の
少
な
さ
は
、
公
式
の
鞠
会
の
開
催
数
が

少
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
（
十
六
世
紀
京
都
に
お
け
る
鞠
会
の
事
例

記
述
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、「
中

納
言
」
が
出
場
し
た
会
は
、
枝
鞠
の
会
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
今
の
と
こ

ろ
、
十
六
世
紀
の
京
都
で
催
さ
れ
た
枝
鞠
の

会
に
、
女
性
の
鞠
足
が
出
場
し
た
こ
と
は
確

認
で
き
ま
せ
ん
。

　

十
六
世
紀
の
鞠
会
に
関
す
る
事
例
収
集
に

つ
い
て
は
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
断
定

的
な
発
言
は
控
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
今

述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
女
性
が
鞠
を

と
は
明
白
で
し
ょ
う
。

　

現
在
の
蹴
鞠
の
ル
ー
ツ
は
十
三
世
紀
に
確

立
し
た
公
家
鞠
に
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。「
公
家

鞠
」
と
言
う
と
、
貴
族
（
皇
族
や
公
家
）
の

み
が
楽
し
む
芸
能
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上

し
ま
す
が
、
そ
れ
は
正
し
い
認
識
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
十
二
世
紀
末
に
は
源
氏
将
軍
や
御

家
人
た
ち
も
鞠
足
と
し
て
プ
レ
ー
し
て
い
ま

す
し
、
僧
侶
の
中
に
も
蹴
鞠
を
嗜
む
者
が
い

ま
し
た
。
戦
国
時
代
の
大
名
や
国
人
の
中
に

も
鞠
を
蹴
る
者
が
多
く
お
り
、
江
戸
時
代
は

蹴
鞠
を
楽
し
ん
だ
庶
民
が
多
く
い
た
よ
う
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
階
層
を
問
わ
ず
受
容
さ

れ
た
蹴
鞠
で
す
が
、
明
治
以
降
は
西
洋
化
の

進
展
と
平
行
す
る
か
の
よ
う
に
衰
退
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
京
都
や
そ
の
周
辺

等
で
蹴
鞠
の
実
演
を
目
に
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
鞠
足
を
務
め
る
人
の
数
は
多
く
な

く
、
保
存
や
普
及
に
当
た
る
団
体
も
少
な
い

で
す
。

　

こ
こ
八
年
ほ
ど
、
私
は
蹴
鞠
史
の
研
究
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
蹴
鞠
の
研
究
は
歴
史

学
だ
け
で
な
く
、
日
本
文
学
や
体
育
学
で
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
研
究
の
蓄
積
は
乏
し

く
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
の
一
つ
に
女
性
と
蹴
鞠
の
関

わ
り
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
、
私
は
『
女
性
歴

史
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
二
号
に
「
戦
国
時

代
の
鞠
足
「
中
納
言
」
に
つ
い
て
」
と
い
う

は
お
よ
そ
八
五
〇
例
）。

　

女
性
鞠
足
「
中
納
言
」
の
鞠
会
参
加
事
例

は
二
例
で
す
。
い
ず
れ
も
皇
族
の
伏
見
宮
邸

で
行
わ
れ
た
会
で
す
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ

い
て
記
す
『
言と
き
つ
ぐ
き
ょ
う
き

継
卿
記
』（
公
家
の
山
科
言

継
の
日
記
）
を
見
る
と
、
枝
鞠
の
存
在
は
確

認
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の
日
記
の
記
主

言
継
は
鞠
足
と
し
て
幾
度
も
鞠
を
蹴
り
、
日

記
の
中
に
蹴
鞠
に
関
す
る
貴
重
な
記
述
を
残

し
ま
し
た
。
枝
鞠
の
会
に
つ
い
て
も
詳
細
な

蹴
け
ま
り
・
し
ゅ
う
き
く

鞠
は
、
鞠ま
り
あ
し足

が
キ
ッ
ク
と
パ
ス
を

繰
り
返
し
、
革
製
の
鞠
を
地
面
に
落
と
さ
な

い
よ
う
に
協
力
し
て
、
こ
れ
を
右
足
で
蹴
り

上
げ
続
け
る
と
い
う
芸
能
で
す
。
鞠
を
蹴
る

時
に
大
事
な
こ
と
の
一
つ
は
鞠
を
上
げ
続
け

る
回
数
で
、
数
は
多
い
ほ
ど
よ
い
と
さ
れ
ま

す
。
ま
た
蹴
る
際
は
す
り
足
で
足
を
進
め
、

「
う
る
わ
し
く
」蹴
る
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
ま

す
。
蹴
鞠
の
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
特
徴
は
、
つ

ぎ
の
三
点
で
す
。
①
勝
ち
負
け
は
原
則
と
し

て
な
い
。
②
鞠
足
が
鞠
を
地
面
に
落
と
さ
ぬ

よ
う
協
力
し
て
、で
き
る
だ
け
多
く
の
回
数
、

こ
れ
を
空
中
に
蹴
り
上
げ
続
け
る
。
③
鞠
場

（
蹴
鞠
の
コ
ー
ト
の
こ
と
）に
立
て
ら
れ
て
い

る
懸か
か
りの
木
に
か
か
っ
て
、
様
々
な
コ
ー
ス
を

た
ど
っ
て
落
ち
て
く
る
鞠
を
蹴
り
上
げ
る
。

以
上
か
ら
、
蹴
鞠
が
サ
ッ
カ
ー
と
異
な
る
こ

5

蹴鞠に興じる女たち（井原西鶴著『好色一代女』の挿絵、国立国会図書館
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と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。

　

美
し
さ
は
、
時
に
正
し
さ
を
し
の
ぐ
価
値

を
持
ち
ま
す
。

　

燃
え
盛
る
炎
を
か
い
く
ぐ
っ
て
仮
名
古
筆

を
守
っ
て
き
た
人
の
姿
を
私
は
想
像
し
ま
し

た
が
、
人
が
生
き
て
い
く
上
で
炎
と
な
っ
て

立
ち
ふ
さ
が
る
要
因
は
様
々
で
す
。
社
会
背

景
や
経
済
的
な
状
況
、
周
囲
の
人
の
言
動
、

個
人
的
な
欲
望
な
ど
、
そ
う
し
た
炎
に
惑
わ

さ
れ
て
、
常
に
美
し
く
あ
る
こ
と
は
難
し
い

こ
と
で
す
。

　

た
だ
、
不
可
能
だ
か
ら
と
諦
め
る
の
で
は

な
く
、
人
と
し
て
美
し
く
あ
り
た
い
と
願
う

心
は
抱
き
続
け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

美
術
が
人
々
の
美
を
求
め
る
心
を
耕
し
、

そ
れ
が
美
し
い
行
動
、
美
し
い
社
会
を
築
く

基
盤
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
な

ら
、
美
術
に
お
け
る
教
育
や
作
品
制
作
、
普

及
や
発
展
を
め
ざ
す
情
報
発
信
等
の
様
々
な

活
動
は
、
私
た
ち
の
認
識
を
大
き
く
超
え
る

意
義
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

は
そ
の
代
表
的
な
名
品
で
す
。
仮
名
書
道
を

学
ぶ
人
以
外
で
も
聞
き
覚
え
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
字
そ
の
も
の
は
記
号

で
す
が
、
私
た
ち
日
本
人
は
そ
こ
に
書
美
を

見
い
出
し
、
尊
重
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
美
が
あ
る
と
認
識
す
る
の
は
私
た

ち
で
す
。
美
を
認
識
す
る
私
た
ち
が
い
な
け

れ
ば
、
対
象
物
は
た
だ
の
物
や
形
、
音
楽
で

あ
る
な
ら
音
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

何
の
ど
こ
に
美
を
感
じ
る
か
は
人
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
し
、国
や
地
域
、時
代
に
よ
っ

て
も
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
時
期
に
お
い

て
多
く
の
人
に
美
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て

も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
美
と
は
認
識
さ
れ
な

く
な
っ
て
い
く
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、

仮
名
書
に
お
け
る
古

筆
は
書
か
れ
て
か
ら

八
百
～
千
年
を
経
て

今
に
至
る
ま
で
書
美

と
し
て
高
い
評
価
を

あ
り
た
い
と
願
う
の
で
す
。

　

人
の
美
し
さ
と
は
何
で
し
ょ
う
。
定
義
づ

け
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
一
つ
は
外
見

的
な
美
し
さ
で
す
。個
人
差
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
外
見
を
気
に
し
て
生
活
し
て
い

ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
内
面
の
美
し
さ
で
す
。
思

い
や
り
や
い
た
わ
り
、
弱
者
を
支
え
守
り
慈

し
む
心
、
目
標
に
向
か
っ
て
い
く
努
力
や
困

難
に
立
ち
向
か
う
勇
気
、
共
に
喜
ん
だ
り
悲

し
ん
だ
り
す
る
感
性
な
ど
、
人
の
内
面
は
行

動
と
な
っ
て
表
わ
れ
ま
す
。

　

将
棋
の
世
界
に
は
「
投
了
」
と
い
う
行
為

が
あ
り
ま
す
。
劣
勢
に
な
り
も
う
勝
て
な
い

と
悟
っ
た
際
、
勝
敗
が
決
す
る
前
に
「
負
け

ま
し
た
。」
と
自
ら
相
手
に
告
げ
る
の
で
す
。

　

勝
負
の
世
界
で
す
か
ら
、
勝
つ
こ
と
が
最

も
重
要
な
は
ず
で
す
。
プ
ロ
棋
士
で
あ
っ
て

も
人
間
で
す
か
ら
、
ミ
ス
す
る
可
能
性
は
あ

り
ま
す
。
最
後
ま
で
粘
れ
ば
何
が
あ
る
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
勝
ち
負
け
と
い
う
点
か
ら
す

る
と
最
後
ま
で
粘
る
の
が
正
し
い
の
で
し
ょ

う
。
け
れ
ど
も
、
高
段
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
相
手
の
技
量
を
尊
重
し
、
こ
れ
以
上
続

け
て
も
勝
敗
は
決
し
て
い
る
と
考
え
て
投
了

し
ま
す
。
こ
の
潔
さ
に
棋
士
と
し
て
の
美
学

が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
有
り
様
は
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界

に
も
見
ら
れ
ま
す
。
高
い
レ
ベ
ル
で
競
い
合 寺

坂 

昌
三　
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授

美
を
求
め
る
心

作
　
品
　
の
　
ウ
　
チ
　
ソ
　
ト
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美
し
い
も
の
に
憧
れ
を
抱
い
た
り
、
身
近

に
置
き
た
い
、
い
つ
も
眺
め
て
い
た
い
と

願
っ
た
り
す
る
の
は
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず

多
く
の
人
に
共
通
す
る
思
い
で
し
ょ
う
。

　

私
の
専
門
分
野
で
あ
る
仮
名
書
道
で
は
、

書
美
の
典
型
と
し
て
古
筆
を
学
び
ま
す
。

　

も
と
も
と
固
有
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た

我
が
国
は
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
音
を

借
り
て
表
音
文
字
で
あ
る
仮
名
を
生
み
出

し
、日
本
語
を
書
き
表
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
仮
名
の
発
生
か
ら
、
完
成
、
成
熟
す
る

ま
で
の
過
程
に
お
い
て
書
き
残
さ
れ
た
資
料

を
古
筆
と
呼
び
ま
す
。

　

多
く
の
古
筆
が
現
存
し
ま
す
が
、「
高こ
う
や野

切ぎ
れ

」「
関せ
き
ど
ぼ
ん
こ
き
ん
し
ゅ
う

戸
本
古
今
集
」「
寸す
ん
し
ょ
う
あ
ん
し
き
し

松
庵
色
紙
」
等

受
け
続
け
て
い
ま
す
。
本
学
の
書
道
コ
ー
ス

を
は
じ
め
、
書
道
を
専
門
的
に
学
ぶ
高
校
、

大
学
、
一
般
の
方
々
の
す
べ
て
が
教
材
と
し

て
学
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
紙
に
書
か
れ
た
筆
文
字

が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
す
ご

い
こ
と
で
す
。
い
く
ら
大
切
に
保
存
さ
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
長
い
年
月
の
内
に
は
風
水

害
や
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
が
何
度
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
し
、
火
災
に
遭
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
戦
乱
の
時
代
に
は
戦
術
と
し
て
火
を

放
ち
、
そ
の
た
め
に
焼
失
し
た
建
造
物
や
歴

史
的
資
料
な
ど
は
数
え
き
れ
な
い
の
で
す
。

　

仮
名
古
筆
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
く
、

失
わ
れ
た
も
の
も
多
数
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
、そ
の
時
代
、時
代
に
所
有
し
て
い
た
人
々

の
「
守
り
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
」
と
い
う

使
命
感
の
リ
レ
ー
に
よ
っ
て
、
今
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

燃
え
盛
る
炎
に
怯
え
、
家
族
の
手
を
引
い

た
り
、
家
財
道
具
を
積
ん
だ
荷
車
を
引
い
た

り
し
な
が
ら
逃
げ
惑
う
人
々
の
中
で
、
こ
の

名
品
だ
け
は
命
に
代
え
て
も
と
炎
を
か
い
く

ぐ
っ
て
古
筆
を
守
っ
た
、
そ
う
い
う
場
面
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
く
ま

で
も
想
像
で
す
が
、
私
に
は
そ
う
い
う
人
の

姿
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

美
を
求
め
る
心
は
、
自
分
自
身
に
向
か
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
物
や
形
、
音
等
に
美
を

認
識
す
る
私
た
ち
の
心
が
、
自
ら
を
美
し
く

う
人
た
ち
の
勝
敗
を
超
え
た
美
し
い
姿
に
感

動
し
た
経
験
は
皆
さ
ん
持
っ
て
い
ま
す
よ

ね
。

　

少
し
古
い
話
に
は
な
り
ま
す
が
、
私
は
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九
八
四

年
）
男
子
柔
道
無
差
別
級
決
勝
を
思
い
出
し

ま
す
。
当
時
、
日
本
の
山
下
泰
裕
選
手
は
無

敵
で
し
た
。
誰
も
が
山
下
選
手
の
金
メ
ダ
ル

を
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
二
回
戦

で
脚
に
重
傷
を
負
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
決
勝

戦
は
歩
く
の
も
辛
そ
う
で
し
た
。
相
手
か
ら

す
れ
ば
、
痛
め
た
足
を
狙
っ
て
攻
め
れ
ば
勝

て
る
と
い
う
状
況
で
す
。

　

決
勝
の
相
手
、
エ
ジ
プ
ト
代
表
の
ラ
シ
ュ

ワ
ン
選
手
は
そ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
正
攻

法
で
堂
々
と
戦
い
を
挑
み
、
結
果
と
し
て
敗

れ
ま
し
た
。
執
拗
に
脚
を
攻
め
る
こ
と
は
、

勝
負
と
い
う
面
で
は
正
し
い
作
戦
で
す
。
そ

う
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
金
メ
ダ
ル
は
彼
の
も

の
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
柔
道
家
と
し

て
の
美
学
を
貫
い
た
の
で
す
。

　

彼
の
戦
い
方
は
世
界
の
多
く
の
人
に
記
憶

さ
れ
ま
し
た
。
後
に
は
国
際
フ
ェ
ア
プ
レ
ー

賞
が
贈
ら
れ
た
ほ
ど

で
す
。
ラ
シ
ュ
ワ
ン

選
手
の
戦
い
ぶ
り
が

称
賛
さ
れ
た
の
は
、

観
て
い
た
私
た
ち
に

も
美
し
く
あ
り
た
い

高
野
切
第
一
種　
「
あ
ま
の
は
ら
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
が
な
る 

み
か
さ
の
つ
き
に
い
で
し
つ
き
か
も
」

日
本
の
書
展　

 

「
う
つ
し
き
春は

る
ひ日

こ
ぼ
る
る
手
を
か
ざ
し
」
中
村
汀
女
の
句 

寺
坂
昌
三 

書
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先史時代の
鏡と性差

歴史遺産とジェンダー

5

南 健太郎
本学文学部歴史遺産学科准教授

の
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
前
漢
前
半
の
草
葉
文

鏡
か
ら
前
漢
後
半
ま
で
の
鏡
が
ま
と
ま
っ
て

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
姿
は
伊
都

国
の
王
墓
と
王
后
墓
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
よ
う

に
み
え
、
王
が
す
べ
て
の
鏡
を
独
占
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
性
差

と
い
う
意
識
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な
時
期
、
経
緯
で

銅
鏡
を
入
手
し
た
国
々
に
お
い
て
も
、
そ
の

扱
い
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

ま
と
め

　

本
論
の
検
討
で
は
、
漢
代
の
鏡
の
保
有
で

は
女
性
が
男
性
よ
り
も
優
位
性
を
持
つ
こ
と

が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
鏡
を
受
容
し
た
北

部
九
州
で
は
男
性
が
面
数
、
サ
イ
ズ
、
鏡
の

種
類
の
面
で
優
位
に
立
っ
て
い
た
様
相
が
み

え
て
き
ま
し
た
。
権
威
を
有
す
る
者
は
大
き

な
鏡
を
複
数
面
保
有
す
る
と
い
う
前
漢
王
朝

の
規
範
は
北
部
九
州
で
も
貫
徹
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
性
差
の
表
出
と
い
う
側
面
は
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
こ
に
は
北
部
九
州
の
国
々
の
独
自
性

が
垣
間
見
ら
れ
、
新
た
な
価
値
体
系
が
創
造

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
性

差
は
社
会
構
造
を
読
み
解
く
重
要
な
視
点
で

あ
り
、
今
後
は
他
の
考
古
資
料
か
ら
の
検
討

も
期
待
さ
れ
ま
す
。

漢
代
の
各
地
域
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し
た
存
在

と
言
え
ま
す
。

　

諸
侯
王
と
王
后
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
江

蘇
省
南
京
の
大
雲
山
江
都
王
陵
に
つ
い
て
み

て
み
ま
し
ょ
う
。
本
遺
跡
で
は
諸
侯
王
墓
で

あ
る
Ｍ
１
、
王
后
墓
で
あ
る
Ｍ
２
が
調
査
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
か
ら
銅
鏡
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
Ｍ
１
か
ら
は
４
面
の
銅
鏡

が
出
土
し
ま
し
た
。面
径
に
は
大
小
が
あ
り
、

最
小
の
も
の
は
16
・
4
㎝
、
最
大
の
も
の
は

21
・
4
㎝
で
し
た
。
銅
鏡
は
す
べ
て
草
葉
文

鏡
（
11
頁
左
上
の
図
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

揃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ

２
か
ら
は
１
面
の
銅
鏡
が
出
土
し
ま
し
た
。

面
径
は
23
・
1
㎝
と
非
常
に
大
き
い
も
の

で
す
。
こ
の
鏡
も
Ｍ
１
と
同
様
に
草
葉
文
鏡

で
し
た
。
両
墓
の
差
異
で
注
目
さ
れ
る
の
は

面
数
と
サ
イ
ズ
で
す
。
面
数
に
つ
い
て
は
、

王
墓
は
複
数
の
鏡
を
保
有
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
王
后
墓
は
１
面
の
み
の
保
有
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
サ
イ
ズ

に
つ
い
て
は
王
墓
よ
り
も
王
后
墓
の
ほ
う
が

大
き
な
鏡
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
点
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
鏡
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
Ｍ

１
・
Ｍ
２
に
仕
え
た
と
考
え
ら
れ
る
人
々
の

墓
で
あ
る
陪
葬
墓
と
比
較
す
る
と
そ
の
意
味

が
明
確
と
な
り
ま
す
。
陪
葬
墓
で
出
土
し
た

鏡
は
12
㎝
台
を
前
後
す
る
も
の
し
か
な
く
、

20
㎝
に
到
達
す
る
よ
う
な
鏡
は
出
土
し
て
い

号
甕
棺
墓
と
同
春
日
市
須
玖
岡
本
Ｄ
地
点
墓

で
す
。

　

三
雲
南
小
路
１
号
甕
棺
墓
・
２
号
甕
棺
墓

は
特
定
区
画
墓
で
確
認
さ
れ
た
２
基
の
埋
葬

施
設
で
、
前
者
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
で
て

く
る
「
伊
都
国
」
の
王
墓
（
男
性
）、後
者
は

王
后
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
号
甕
棺

墓
か
ら
は
約
35
面
の
鏡
が
出
土
し
て
お
り
、

27
・
3
㎝
に
復
元
さ
れ
る
大
型
の
鏡
を
は
じ

め
と
し
た
15
㎝
以
上
の
も
の
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
前
漢
後

半
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
２
面
は
前

漢
前
半
の
も
の
で
す
。
一
方
、
２
号
甕
棺
墓

に
は
22
面
以
上
の
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
す
べ
て
の
鏡
は
前
漢
後
半
の
も

の
で
、
１
面
の
11
・
4
㎝
の
も
の
を
除
い

て
、い
ず
れ
も
10
㎝
未
満
の
小
型
鏡
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
三
雲
南
小
路
遺
跡
で
は
王
墓
と

王
后
墓
に
面
数
、
サ
イ
ズ
、
鏡
の
種
類
の
上

で
明
瞭
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
須
玖
岡
本
Ｄ
地
点
墓
は

『
魏
志
倭
人
伝
』
に
記
さ
れ
た
「
奴
国
」
の
王

墓
（
男
性
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
雲
南
小

路
遺
跡
と
異
な
る
点
は
、
須
玖
岡
本
Ｄ
地
点

墓
は
王
墓
が
単
独
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

す
。
ま
た
、
鏡
の
種
類
や
サ
イ
ズ
の
特
徴
も

異
な
っ
て
い
ま
す
。
須
玖
岡
本
Ｄ
地
点
墓
で

は
約
30
面
の
鏡
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
サ

イ
ズ
は
23
・
6
㎝
か
ら
7
・
7
㎝
ま
で
の
も

は
、
姿
見
以
外
の
役
割
も
付
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
列
島
の
先
史
時
代
（
古
墳
時
代
以

前
）
に
お
い
て
は
、
亡
く
な
っ
た
者
に
添
え

て
墓
に
納
め
る
副
葬
品
と
し
て
多
用
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
サ
イ
ズ
や
数
量
、
種
類
に
は

墓
ご
と
の
明
瞭
な
差
異
が
み
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
階
層
関
係
や
性
差

を
紐
解
く
た
め
の
道
し
る
べ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
差
異
は
各
地
域
社

会
で
一
様
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規

範
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
器
物
と
そ

れ
に
伴
う
情
報
の
伝
播
が
ど
の
よ
う
な
展
開

を
み
せ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
本
論
で
は
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
政
治
的
な
背
景
の
も
と
に

鏡
が
拡
散
し
た
前
漢
代
の
鏡
を
中
心
と
し

て
、
性
差
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

１
.
前
漢
に
お
け
る
銅
鏡
の
保
有

　

前
漢
は
紀
元
前
二
〇
六
年
に
成
立
し
、
紀

元
八
年
の
王お
う
も
う莽

に
よ
る
新
の
建
国
ま
で
続
い

た
王
朝
で
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
前
漢

諸
侯
王
と
王
后
に
着
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

前
漢
代
は
皇
帝
の
直
轄
地
と
そ
れ
以
外
の
地

域
が
あ
り
、
後
者
は
皇
帝
の
一
族
や
功
臣
に

封
土
と
し
て
与
え
ら
れ
、
彼
ら
は
諸
侯
王
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
諸
侯
王
は
前

ま
せ
ん
。
大
き
な
鏡
の
製
作
に
は
高
い
技
術

力
が
求
め
ら
れ
、
よ
り
多
く
の
原
材
料
も
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
大
き
な
器
物
を
保
有

す
る
こ
と
は
視
覚
的
に
他
者
と
の
違
い
を
表

示
す
る
の
に
有
効
で
す
。
こ
の
た
め
大
き
な

鏡
は
必
然
的
に
価
値
が
高
ま
り
ま
す
。
さ
ら

に
陪
葬
墓
の
鏡
は
草
葉
文
鏡
以
外
の
文
様
の

鏡
で
あ
り
、
こ
の
点
に
も
王
墓
・
王
后
墓
と

の
明
瞭
な
差
異
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

王
・
王
后
が
保
有
し
た
鏡
は
特
別
な
も
の
で

あ
り
、
他
者
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
王
と
王
后
の

保
有
す
る
鏡
は
、
面
数
の
面
で
は
王
が
、
サ

イ
ズ
の
面
で
は
王
后
が
優
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
銅
鏡
の
保
有
に
関
す
る
規
範
が
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
前
漢
代

の
階
層
的
最
上
位
層
に
は
銅
鏡
保
有
に
性
差

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
よ

り
大
き
な
鏡
を
女
性
が
保
有
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

２
.
弥
生
時
代
に
お
け
る
銅
鏡
の
保
有

　

次
に
日
本
列
島
の
様
相
を
み
て
み
ま
し
ょ

う
。
前
漢
代
並
行
期
に
は
弥
生
時
代
中
期
が

含
ま
れ
て
お
り
、
日
本
列
島
で
は
弥
生
時
代

中
期
後
半
（
紀
元
前
一
世
紀
）
に
前
漢
王
朝

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
多
数
の
鏡
が
副
葬
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
福

岡
県
糸
島
市
三
雲
南
小
路
１
号
甕
棺
墓
・
２

は
じ
め
に

　

過
去
か
ら
現
代
に
至
る
性
差
の
展
開
過
程

を
考
え
る
上
で
、
遺
跡
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

は
い
ま
や
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
遺
跡
の
調
査
で
確
認
さ
れ

る
人
間
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
遺
物
（
土

器
や
鉄
器
な
ど
）、
地
面
に
構
築
さ
れ
た
遺

構
（
住
居
や
墓
な
ど
）
は
、
人
類
誕
生
か
ら

の
営
為
の
実
態
を
示
す
も
の
と
い
え
、
そ
こ

に
ど
の
よ
う
に
性
差
が
生
じ
て
い
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
ち

ま
す
。

　

本
論
で
は
そ
の
よ
う
な
考
古
資
料
の
中
で

も
鏡
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。
鏡
は
主
に
姿
を

映
す
も
の
と
し
て
現
代
の
日
常
生
活
に
不
可

欠
な
も
の
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
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誌

ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
た
女
性
た
ち

し
て
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
、
個
別
の
素
顔

に
つ
い
て
の
情
報
は
必
要
な
い
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
も
、
と
き
お
り
掲
載
さ
れ
る
紹
介

記
事
や
死
後
に
書
か
れ
る
追
悼
文
（
こ
れ
で

す
ら
イ
ニ
シ
ャ
ル
表
記
で
あ
る
）
か
ら
、
そ

の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
ま

ず
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
世
の
辛
酸
を
な
め

て
き
た
苦
労
人
で
あ
る
と
い
う
人
物
像
で
あ

る
。
親
兄
弟
、
夫
や
子
供
な
ど
愛
す
る
者

と
の
死
別
の
苦
し
み
を
味
わ
い
な
が
ら
も
な

お
、「
神
の
愛
」
を
信
ず
る
こ
と
の
で
き
た
者

で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
現
世
で
の
生
活
に
悩

み
苦
し
み
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
身
の
死
後
の
救

済
に
強
い
執
着
を
持
つ
も
の
の
キ
リ
ス
ト
教

的
原
罪
の
意
識
に
苦
し
み
、
し
か
し
、
結
果

的
に
は
篤
い
信
仰
心
に
よ
っ
て
そ
の
苦
悩
か

ら
解
放
さ
れ
た
者
で
も
あ
っ
た
り
す
る
。
つ

ま
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
女
た
ち

は
同
胞
に
対
し
て
も
「
救
い
」
の
手
を
差
し

伸
べ
た
い
と
強
く
願
う
者
た
ち
と
な
る
の
だ

入
の
勧
誘
で
あ
り
、
訪
問
に
際
し
て
聖
書
の

片
句
を
日
常
の
些
細
な
こ
と
に
関
連
付
け
て

語
り
、
日
々
の
関
心
対
象
と
す
る
こ
と
と
書

い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
、
訪

問
先
の
貧
し
い
母
親
た
ち
の
「
友
」
と
な
っ

て
生
活
改
善
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
も
重
要

な
任
務
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
母
親
ば
か
り

で
な
く
そ
の
娘
た
ち
に
も
注
力
し
勤
勉
、
清

潔
、
良
好
な
仲
間
づ
き
あ
い
、
家
事
へ
の
嗜

好
を
涵
養
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
こ
と
に

も
言
及
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
魂
の
救
済
を
至
上
の
喜
び
」

と
認
識
す
る
篤
い
信
仰
心
が
あ
る
こ
と
が
バ

イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
な
る
た
め
の
必
須
条
件

で
あ
る
と
指
摘
す
る
一
方
で
、
訪
問
先
の
母

親
た
ち
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
賢
明

さ
、
慎
重
さ
を
持
ち
、
快
活
、
親
切
、
純
粋

さ
な
ど
の
美
質
も
必
要
と
述
べ
、
加
え
て
生

活
改
善
指
導
を
担
う
者
と
し
て
温
情
、忍
耐
、

努
力
な
ど
も
欠
く
こ
と
な
く
備
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
信
仰
上

　

伝
道
組
織
（
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）

に
雇
用
さ
れ
、
労
働
者
階
級
家
庭
を
訪
ね
て

聖
書
購
入
を
勧
め
る
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と

呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
。
彼
女
た
ち
は
伝
道
活

動
の
末
端
を
担
う
ば
か
り
で
な
く
「
有
用
な

生
活
知
識
」
の
伝
達
を
も
行
う
教
導
者
的
存

在
に
も
な
っ
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
う
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

　

バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
活
動
人
数
は
、
ラ

ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
足
時
の
数
名

か
ら
着
実
に
増
え
て
一
〇
年
後
の
一
八
六
七

年
に
は
二
三
四
名
と
な
り
、
以
降
も
年
度
ご

と
に
増
減
は
あ
る
も
の
の
二
〇
〇
名
前
後
の

規
模
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
中
東
か
ら
極
東
ま
で
活
動
の
場
を

広
げ
る
な
ど
そ
の
活
躍
ぶ
り
は
目
覚
ま
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
展
ぶ
り
に
注
目
し
た
エ
ジ

ン
バ
ラ
の
伝
道
組
織
シ
テ
ィ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン

が
自
ら
の
参
考
に
し
よ
う
と
し
て
観
察
聞
き

取
り
を
行
い
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
活
動

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に

お
い
て
信
仰
に
よ
る
救
い
の
伝
道
者
、
加
え

て
生
活
改
善
と
い
う
現
実
的
救
い
に
つ
な
が

る
教
え
の
伝
達
者
た
り
得
る
と
期
待
さ
れ
た

と
言
え
る
。

　

最
後
に
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
に
関
す
る

貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
広
報
誌
の
タ
イ
ト
ル

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。ミ
ッ
シ
ン
グ
・

リ
ン
ク
、
す
な
わ
ち
「
隔
た
っ
て
い
る
二
つ

の
事
象
を
つ
な
ぐ
環
」
を
意
味
す
る
言
葉
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
わ
け
は
、

バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
活
動
こ
そ
が
そ
う
し

た
「
環
」
と
な
る
、
つ
ま
り
、
労
働
者
階
級

と
中
流
階
級
と
い
う
隔
絶
し
対
立
的
で
さ
え

あ
る
二
つ
の
社
会
層
を
つ
な
ぐ
存
在
と
な
る

こ
と
を
、
ラ
ン
ヤ
ー
ド
夫
人
が
祈
念
し
期
待

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
つ
な
ぐ
」

と
は
、
こ
の
場
合
、
ラ
ン
ヤ
ー
ド
夫
人
の
よ

う
な
貧
民
救
済
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
「
恵

ま
れ
た
人
々
」
で
あ
る
中
流
階
級
が
信
奉
す

る
も
の
、
す
な
わ
ち
信
仰
や
、
正
し
く
有
用

で
あ
る
と
さ
れ
る
知
識
や
考
え
方
な
り
を
貧

民
た
ち
に
伝
え
導
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
さ

に
、
悲
惨
な
状
況
か
ら
貧
民
を
「
救
う
」
た

め
の
教
導
者
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
そ
れ

が
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
本
分
で
あ
る
と
語

る
名
称
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
彼
女
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
伝
え
教
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
次
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

の
熱
意
は
知
識
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
聖
書
と
説
教
か
ら
学
び
つ

づ
け
る
姿
勢
を
彼
女
た
ち
に
認
め
つ
つ
、「
回

心
し
た
ば
か
り
の
者
」「
無
垢
で
は
な
か
っ

た
者
」
が
最
も
望
ま
し
い
の
だ
と
看
破
し
て

い
る
。
ま
た
、
最
後
に
、
現
在
の
不
満
の
多

い
状
況
か
ら
逃
れ
る
手
段
と
し
て
バ
イ
ブ
ル

ウ
ー
マ
ン
を
志
望
す
る
の
は
最
大
の
誤
り
で

あ
り
、
か
つ
経
験
の
浅
い
若
い
女
性
は
も
っ

て
の
ほ
か
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
下

り
か
ら
は
、
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
が
労
働
者

階
級
女
性
に
と
っ
て
の
望
ま
し
い
仕
事
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
向
き
が
あ
る
と
し
て
も
、
清

浄
無
垢
な
存
在
な
ど
で
は
な
い
人
生
の
機
微

を
知
り
尽
く
し
た
年
配
者
が
相
応
し
く
、
実

際
に
も
活
躍
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

認
識
が
読
み
取
れ
る
。

　

バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
は
、
貧
民

に
と
っ
て
の
教
導
者
で
あ
る
と
熱
意

を
込
め
て
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
活
躍
ぶ
り
が
認
識
さ

れ
て
い
た
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
で
あ

る
の
だ
が
、残
念
な
が
ら
、ラ
ン
ヤ
ー

ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
彼
女
た
ち
の
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し

て
い
な
い
。
広
報
誌
に
残
る
活
動
報

告
や
観
察
記
に
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
の

み
表
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼

女
た
ち
は
公
的
に
は
奉
仕
者
集
団
と

内
容
や
求
め
ら
れ
る
資
質
を
報
告
に
ま
と
め

て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン

の
存
在
が
ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
成

功
の
核
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
エ
ジ
ン
バ
ラ
組
織
の
報
告
で

描
か
れ
た
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
の
姿
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。報
告
は
、

ラ
ン
ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
広
報
誌『
ミ
ッ

シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
・
マ
ガ
ジ
ン
』
の
一
八
六
八

年
版
に
、
ラ
ン
ヤ
ー
ド
夫
人
の
確
認
と
補
足

の
も
と「
バ
イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
と
そ
の
使
命
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
書
簡
」
と
題
さ
れ

て
掲
載
さ
れ
た
。牧
師
で
あ
っ
た
執
筆
者
は
、

彼
女
た
ち
の
第
一
の
義
務
は
聖
書
の
割
賦
購

第　　 　　　回
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然
と
芸
術
に
現
れ
る
こ
と
を
失
わ
な
い
よ
う

に
助
言
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

ピ
ア
ノ
は
難
し
く
と
も
、
弦
楽
や
声
楽
は
努

力
を
す
れ
ば
、
決
し
て
欧
米
人
に
劣
ら
な
い

と
語
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
の
壁
が
高
く
、
西

洋
人
か
ら
「
物
ま
ね
」
と
見
ら
れ
が
ち
な
日

本
人
声
楽
家
が
自
ら
の
表
現
ま
で
行
き
つ
く

の
が
難
し
い
こ
と
、
原
が
努
力
次
第
で
西
洋

人
と
渡
り
あ
え
る
と
感
じ
た
こ
と
が
わ
か
る

で
し
ょ
う
。

　

帰
国
後
の
原
は
、
九
月
の
ス
ッ
ペ
《
ボ
ッ

カ
チ
オ
》
公
演
に
男
装
で
ボ
ッ
カ
チ
オ
役
を

演
じ
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。
帝
劇
歌
劇
部

は
一
九
一
四
年
に
洋
劇
部
と
名
称
を
替
え
、

通
俗
的
洋
劇
の
上
演
に
切
り
替
え
よ
う
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
経
済
的
に
行
き
詰
ま
り
、

ロ
ー
シ
ー
の
契
約
が
切
れ
る
一
九
一
六
年
五

月
の
《
古
城
の
鐘
》
を
最
後
に
解
散
し
ま
す
。

聴
衆
が
育
っ
て
い
な
い
大
正
は
じ
め
の
日
本

で
、
オ
ペ
ラ
は
時
期
尚
早
だ
っ
た
の
で
す
。

 

（
以
下
次
号
）

統
一
を
改
め
よ
う
と
し
た
進
取
的
な
企
画
で

し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
第
一
部
が
グ
ノ
ー

《
フ
ァ
ウ
ス
ト
》、
ト
ー
マ
《
ミ
ニ
ヨ
ン
》、
ド

リ
ー
ブ
《
ラ
ク
メ
》
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
、

第
二
部
が
ヴ
ェ
ル
デ
ィ《
椿
姫
》、
プ
ッ
チ
ー

ニ
《
ト
ス
カ
》《
蝶
々
夫
人
》
な
ど
の
イ
タ
リ

ア
音
楽
で
構
成
さ
れ
、
と
り
わ
け
西
洋
の
最

新
傾
向
の
オ
ペ
ラ
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
《
ペ

レ
ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
》
が
演
奏
さ
れ
た
こ

と
か
ら
は
、
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

　

一
九
一
三
年
三
月
二
七
日
の
読
売
新
聞
に

は
、「
朗
々
た
る
美
音
で
・・・
そ
れ
ぞ
れ
の
感

情
を
巧
み
に
歌
い
分
け
た
」
と
の
原
の
演
奏

ぶ
り
が
、
同
日
の
東
京
朝
日
新
聞
で
は
、
歌

が
上
滑
り
し
て
い
た
と
い
う
評
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
九
一
三
年
五
月
号
の
『
早
稲

田
文
学
』
で
は
、
全
体
に
曲
の
理
解
が
あ
ま

り
に
乏
し
い
と
し
な
が
ら
も
、
音
楽
会
の
趣

旨
や
形
式
に
は
賛
意
を
表
し
て
い
ま
す
。
原

が
一
一
月
に
出
演
し
た
別
の
洋
楽
演
奏
会
を

開
い
た
の
も
、
帝
大
一
高
慶
応
の
学
生
の
会

で
し
た
。
外
国
人
教
師
に
つ
き
、
海
外
で
演

奏
し
た
原
は
新
し
い
音
楽
を
取
り
上
げ
ま
し

た
が
、
そ
れ
を
熱
心
に
支
え
て
い
た
の
は
、

最
新
の
西
洋
文
化
に
目
を
向
け
て
い
た
若
い

学
生
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

　

三
浦
の
後
任
の
教
師
と
し
て
帝
劇
歌
劇
部

に
招
か
れ
た
原
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
劇
場
で
振

付
を
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
舞
踊
家
の
ロ
ー

す
。
原
が
出
演
し
た
一
九
一
四
年
一
〇
月
の

オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
《
天
国
と
地
獄
》（
小

林
訳
）
に
つ
い
て
、
一
〇
月
六
日
の
東
京
朝

日
新
聞
に
は
、
歌
な
が
ら
の
台
詞
も
ど
う
や

ら
耳
慣
れ
て
き
て
、
踊
り
も
軽
く
、
歌
も
進

ん
だ
と
い
う
評
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
ロ
ー

シ
ー
の
指
導
に
よ
り
、
帝
劇
オ
ペ
ラ
の
舞
台

も
次
第
に
整
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

原
は
、
一
九
一
四
年
一
一
月
二
四
日
の
読

売
新
聞
で
、
自
分
の
歌
劇
は
オ
ペ
ラ
を
知
ら

な
い
で
す
る
歌
劇
で
あ
る
こ
と
、
指
導
者
も

競
争
相
手
も
い
な
い
現
状
で
向
上
を
図
る
に

は
、
本
場
の
舞
台
で
種
々
苦
し
ま
ね
ば
駄

目
だ
と
考
え
る
こ
と
を
述
べ
、
翌
年
六
月

に
渡
米
し
ま
す
。
松
影
山
人
は
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
に
お
け
る
原
の
試
演
に
つ
い
て
、

一
九
一
五
年
九
月
号
の
『
国
家
及
国
家
学
』

の
中
で
、音
量
も
声
も
（
日
本
人
と
し
て
は
）

上
出
来
だ
が
、
少
し
も
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が

現
れ
て
い
な
い
と
い
う
白
人
声
楽
批
評
家
の

言
葉
を
紹
介
し
、
本
邦
人
が
西
洋
の
事
を
模

倣
す
る
の
は
皆み
な

此こ
の

結
果
に
陥
る
こ
と
、
音
楽

を
学
ぶ
な
ら
先
第
一
に
其
国
語
を
学
ん
で
か

か
ら
ね
ば
駄
目
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

ロ
ー
シ
ー
と
喧
嘩
し
た
石
井
漠
が
去
っ
た

帝
劇
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
原
は
、
同
年
九
月

一
〇
日
の
読
売
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
帰
朝
談

で
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
敵
対
し
て
い
た
ド

イ
ツ
人
と
も
音
楽
を
通
し
て
打
ち
解
け
、
音

楽
家
か
ら
は
日
本
と
い
う
固
有
の
性
質
が
自

コ
リ
ー
に
も
師
事
し
ま
す
。
中
国
に
渡
っ
た

サ
ル
コ
リ
ー
か
ら
勧
め
ら
れ
、
原
は
音
楽
学

校
を
中
退
し
て
母
と
共
に
上
海
に
行
き
、
ビ

ク
ト
リ
ア
座
で
三
週
間
、《
蝶
々
夫
人
》《
ト

ス
カ
》
な
ど
を
歌
い
、
評
判
に
な
り
ま
し

た
。
東
京
音
楽
学
校
で
は
、
一
九
〇
三
年
の

グ
ル
ッ
ク
《
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
》
の
上
演
以
来
、

オ
ペ
ラ
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。原
は
、

お
そ
ら
く
オ
ペ
ラ
の
中
の
ア
リ
ア
を
歌
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
一
九
一
二
年
一
二
月
一
五
日

の
東
京
朝
日
新
聞
に
は
、「
原
信
子
が
サ
ル
コ

リ
ー
氏
に
従
っ
て
上
海
に
渡
り
其
の
美
音
と

艶
姿
を
以
て
稍
々
低
き
意
味
の
賞
賛
を
博
し

た
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

帰
国
後
の
原
の
活
動
で
は
、一
九
一
三（
大

正
二
）
年
三
月
二
六
日
に
帝
国
ホ
テ
ル
で
行

わ
れ
た「
第
一
回
新
興
音
楽
演
奏
会
」に
注
目

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
後
援
者
の
「
と

り
で
歌
劇
会
」
が
主
催
し
た
、
日
本
人
で
初

め
て
の
声
楽
リ
サ
イ
タ
ル
と
な
り
ま
し
た
。

音
楽
に
熱
烈
な
愛
を
も
つ
青
年
で
構
成
さ
れ

た
こ
の
団
体
は
、
古
典
に
囚
わ
れ
て
い
る
ア

カ
デ
ミ
ー
（
東
京
音
楽
学
校
）
に
対
し
、
す

べ
て
の
音
楽
に
目
を
向
け
、
実
演
に
よ
っ
て

歌
劇
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
ポ
リ
シ
ー

に
し
て
い
ま
し
た
。
や
や
頭
で
っ
か
ち
の
感

じ
も
し
ま
す
が
、
こ
の
会
は
日
本
で
演
奏
さ

れ
る
こ
と
の
稀
な
音
楽
を
取
り
上
げ
、
当
時

一
般
的
な
、
寄
席
の
よ
う
に
出
演
者
や
楽
器

を
替
え
て
演
奏
す
る
音
楽
会
の
不
調
和
、
不

シ
ー
が
演
出
し
た
、
一
九
一
三
年
六
月
の

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
《
魔
笛
》
に
出
演
し
ま
す
。

帝
劇
は
オ
ペ
ラ
に
ダ
ン
ス
の
基
礎
が
必
要
な

こ
と
を
感
じ
て
、
一
九
一
二
年
に
ロ
ー
シ
ー

を
招
き
ま
し
た
が
、
彼
が
最
初
に
演
出
し
た

《
魔
笛
》
は
、小
林
愛
雄
が
訳
し
て
約
一
時
間

に
短
縮
し
た
も
の
で
し
た
。
現
在
と
は
違
っ

て
、帝
劇
で
オ
ペ
ラ
は
、歌
舞
伎
な
ど
の
間
に

上
演
さ
れ
た
の
で
す
。
パ
ミ
ー
ナ
姫
と
夜
の

女
王
と
の
二
役
を
演
じ
た
原
は
、
後
に
『
婦

人
文
芸
』
一
九
三
五
年
三
月
号
で
、
歌
は
誰

よ
り
も
先
に
覚
え
た
が
、「
お
母
さ
ま
、
お
母

さ
ま
、
私
は
何
処
に
居
る
の
で
し
ょ
う
」
と

い
う
台
詞
を
言
う
の
が
、
本
当
の
河
原
乞
食

に
な
る
よ
う
な
気
持
が
し

て
や
る
気
に
な
れ
な
か
っ

た
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

「
河
原
乞
食
」と
い
う
言
葉

か
ら
は
、
当
時
の
人
々
の

女
優
を
見
る
眼
が
い
か
な

る
も
の
か
、
ま
た
原
自
身

も
、
芸
術
的
な
歌
唱
と
台

詞
を
線
引
き
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

ロ
ー
シ
ー
は
団
員
た
ち

に
厳
し
い
訓
練
を
行
い
ま

し
た
が
、
団
員
の
実
力
で

は
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
は
難

し
い
と
考
え
、
喜
歌
劇
に

方
向
転
換
し
て
い
き
ま

　

三
浦
環
の
後
継
者
と
目
さ
れ
た
の
が
、
原

信
子
（
一
八
九
三
―
一
九
七
九
）
で
す
。
今

回
は
帝
劇
オ
ペ
ラ
の
終
焉
ま
で
、
次
回
は
浅

草
オ
ペ
ラ
以
後
の
原
の
活
動
を
辿
り
ま
し
ょ

う
。
八
戸
生
れ
の
原
は
、
芝
居
や
踊
り
が
好

き
な
父
を
持
ち
、幼
少
期
に
上
京
し
ま
し
た
。

教
会
の
オ
ル
ガ
ン
や
賛
美
歌
に
親
し
み
、
宣

教
師
か
ら
音
楽
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
原

は
、
三
浦
環
の
歌
に
憧
れ
て
一
〇
歳
で
弟
子

入
り
し
、
東
京
音
楽
学
校
ピ
ア
ノ
科
に
入
学

し
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
神か
ん
べ戸
絢
に
ピ
ア

ノ
を
師
事
し
、
外
国
人
教
師
の
ユ
ン
ケ
ル
に

認
め
ら
れ
て
念
願
の
声
楽
科
に
進
み
、
ペ
ッ

ツ
ォ
ー
ル
ド
夫
人
に
つ
く
一
方
、
辛
亥
革
命

の
た
め
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
来

日
し
た
イ
タ
リ
ア
人
テ
ノ
ー
ル
歌
手
、
サ
ル
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写真 1
1914年9月の帝劇公演で

「ボッカチオ」に扮した原信子
（『浅草オペラの生活』口絵）

写真 2
帝劇内部の客席（『帝劇の五十年』8 頁）
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LIME 通信
　新春、『源氏物語』の作者、紫式部の波乱万丈な
人生を描く大河ドラマ「光る君へ」の放映が始まり、
当時の歴史文化やゆかりのある観光地に脚光が集
まる一年になりそうです。本研究所でも今年６月、
シンポジウム「紫式部と女房の時代」を開催いた
します。
　現存する日本最古の長編小説『源氏物語』は、
千年の時を超えてなお、現代語訳だけでなく 30 ヵ
国以上の言語に翻訳がなされ、映画や漫画といっ
た二次作品の多さでも他に類を見ない世界に誇る
文化遺産です。私自身も学生の頃、大和和紀の漫
画『あさきゆめみし』で沼落
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ちし、瀬戸内寂聴訳
版を財布の底をはたく一気買いをしてまで読みふ

けったもので、くしくも現在「宇治十帖」ゆかりの
地に暮らしているのも不思議な縁を感じます。
　この傑作小説であまりに名高い紫式部ですが、
彼女自身の生きざまについてはあまり知られていな
いのではないでしょうか。寂聴さんは現代語訳を
手がけた理由に「子持ちの若い未亡人だった紫式
部の天才に、目をみはってほしかった」と述懐して
います。紫式部自身は辞世の句で“誰か世に なが
らへて見る 書きとめし…”（いったい誰が生き長ら
えて読んでくれるだろう）と憂いています。しかし、
女性の身の上を嘆いた紫式部の厭世的で鋭いまな
ざしには、現代に生きる私たちへの色褪せないメッ
セージが隠れているのかもしれません。 （西野）

2024年度 女性歴史文化研究所シンポジウム

　平安時代の政治や社会・文化に関する研究は近年大きな進展をみており、同時代の後宮や天皇・皇妃
に仕える女房の職掌・文化活動のあり方などについても新たな知見が蓄積されています。
　今回のシンポジウムは、摂関期（平安時代中期）における宮中・後宮や女房に焦点をあて、本学所縁の
研究者に最新の研究成果を紹介していただきます。
　また、藤原氏が拠点とし、『源氏物語』ゆかりの地でもある宇治市長にもコメントをいただく予定です。

「紫式部と女房の時代」

＜受講料＞ 無料　　＜定員＞ 250 名　＊４月15 日（月）より先着順にて受付
＜申込方法＞
　本学 HP の申込フォーム（右記二次元コードからアクセス）・E-mail・電話・FAX にて受付。

① 講座名 ② 氏名 （漢字・フリガナ） ③ 郵便番号 ④ 住所 ⑤ 電話番号を添えてお申込みください。
複数名でお申込みの場合は、全員分のお名前をお知らせください。

＜申込・問合せ先＞ 
　京都橘大学 女性歴史文化研究所（学術振興課）

TEL．075-574-4186（直通）　＊受付時間 9：00～17：00（土日祝を除く）
FAX．075-574-4149　 E-mail aca-ext@tachibana-u.ac.jp

日　時

2024年6月15日（土）13時00分～16時30分
会　場
キャンパスプラザ京都 JR「京都駅」中央口より徒歩約 5 分
講　師

福嶋 昭治（園田学園女子大学名誉教授／元京都橘大学文学部教授）

増渕 　徹（京都橘大学名誉教授）
コメンテーター

松村 淳子 （宇治市長）
司　会・コーディネーター

野村 倫子（京都橘大学文学部日本語日本文学科教授）


