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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。

「再会」髙橋ほのか（本学現代ビジネス学部学生/写真部）
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 Kyoto Tachibana University 
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「
国
家
の
隆
泰
、
要
は
民
を
富
ま
す
に
在
り
。
民
を
富
ま
す
の

本
は
、
務
め
て
貨
食
に
従
る
。
故
に
男
は
耕
耘
を
勧
め
、
女
は
絍

織
を
修
む
」。
こ
れ
は
『
類
聚
三
代
格
』（
農
桑
事
）
に
載
せ
る
和

銅
六
年
（
七
一
三
）
の
詔
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
耕
耘
」

す
な
わ
ち
農
業
生
産
に
関
わ
る
労
働
は
男
、「
絍
織
」
す
な
わ
ち

織
物
生
産
に
関
わ
る
労
働
は
女
と
い
う
、
性
別
に
対
応
し
た
分
業

の
思
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
日
本
が
古
代
国

家
建
設
の
途
上
に
お
い
て
受
容
し
た
中
国
思
想
に
基
づ
く
表
現
で

あ
っ
て
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
社
会
の
現
実
を

反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
修
辞
表
現
を

も
っ
て
直
ち
に
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

だ
が
、
過
去
の
社
会
に
お
い
て
女
性
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
か
と
あ
ら
た
め
て
問
う
と
、
そ
の
実
態
は
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
多
い
。
し
か
も
古
代
史
と
な
る
と
新
た
な
史
料
が
報
告
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
ず
、
畢ひ
っ
き
ょ
う竟新
た
な
視
点
を
設
定
し

て
考
察
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
で
も
、時
と
し
て
興
味
あ
る
材
料
が
提
供
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
。

　

福
島
県
い
わ
き
市
の
荒あ
っ
た
め

田
目
条
里
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
二
号
木

簡
は
、
古
代
の
村
落
指
導
層
に
属
す
る
女
性
の
性
格
や
実
態
に
迫

る
史
料
と
さ
れ
る
。
当
該
木
簡
は
九
世
紀
中
ご
ろ
の
、
長
さ
六
〇

セ
ン
チ
、
幅
四
・
五
セ
ン
チ
の
大
型
木
簡
で
、
五
月
一
日
に
郡
大

簡
も
出
土
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
女
性
は
出
挙
稲
に
よ
る
間
接

的
な
負
担
対
象
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

飯
塚
遺
跡
出
土
木
簡
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
荒
田
目
条
里
遺

跡
の
二
号
木
簡
の
理
解
が
難
し
い
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ

れ
る
。
例
え
ば
統
率
者
で
あ
る
「
里
刀
自
」
を
除
き
、
女
性
が
二

人
し
か
動
員
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
男
女
が
動
員

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
共
同
作
業
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
労
働

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
女
性
が
極
端
に
少
な
い
の
は
や
は
り

何
ら
か
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
た
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん

田
植
え
と
い
う
労
働
集
約
型
の
作
業
に
は
男
性
が
動
員
さ
れ
、
女

性
は
そ
の
補
助
に
と
ど
ま
る
と
考
え
る
の
は
一
見
わ
か
り
や
す
い

理
解
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
耕
耘
」
と
「
絍
織
」
と
の
概
念

的
な
性
別
分
業
を
追
認
し
、
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
た
理
解
と
言
わ

れ
て
も
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
当
該
農
作
業
の
全

体
像
の
説
明
と
言
う
に
は
ほ
ど
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
動
員
さ
れ
た
男
子
が
す
べ
て
成
人
労
働

力
と
決
め
て
か
か
る
の
も
危
険
で
あ
ろ
う
。

　

ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
農
作
業
に
関
わ
る
記
述
を
も
つ
木
簡
で
あ
り

な
が
ら
、
荒
田
目
条
里
遺
跡
と
飯
塚
遺
跡
と
で
は
異
な
る
内
容
を

も
つ
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
果
し
て
妥
当
だ
ろ

う
か
。
異
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
郡
司
職
田
と
荘
園
と
い
う
田

地
の
性
格
に
由
来
す
る
経
営
方
式
の
相
違
と
考
え
て
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
一
方
は
三
六
人
、
他
方
は
一
三
人
と
い
う
動
員
規
模
の

相
違
か
ら
く
る
記
述
内
容
の
限
定
（
史
料
的
制
約
）
か
ら
異
な
る

よ
う
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
荒
田
目
条
里
遺
跡
の
女
性
労

働
力
が
極
め
て
少
人
数
で
あ
る
点
か
ら
み
れ
ば
両
者
に
は
本
質
的

な
相
違
は
な
く
、
基
本
的
に
は
同
様
の
労
働
方
式
と
み
て
よ
い
の

か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
俄
か
に
は
判
断
し
に
く
い
。
少
な
く
と
も

労
働
力
動
員
が
そ
の
労
働
負
担
の
軽
重
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て

い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
男
女
差
を
前
提
に
考
え
る
の
を

よ
っ
て
、「
家
刀
自
」
と
い
う
語
の
存
在
な
ど
を
手
掛
か
り
に
、

家
を
支
配
す
る
主
婦
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
同
様

に
、「
里
刀
自
」
は
里
を
束
ね
る
女
性
の
尊
称
で
あ
り
、
具
体
に

は
里
長
の
妻
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
公
文
書
の
宛
所
と
し

て
機
能
し
た
背
景
に
は
、「
里
刀
自
」が
里
の
実
情
を
常
に
把
握
し
、

農
業
経
営
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
実
態
が
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る⑴

。
つ
ま
り
二
号
木
簡
は
、
古
代
の
農
業
経

営
に
お
け
る
有
力
層
の
女
性
の
役
割
の
一
端
を
示
す
史
料
で
あ
る

と
と
も
に
、
女
性
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
農
業
関
係
の
史
資
料

に
対
し
て
い
く
必
要
性
を
提
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

農
業
経
営
の
面
か
ら
は
、
大
分
県
国
東
市
の
飯
塚
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
木
簡
も
興
味
深
い
内
容
を
も
つ
。
同
遺
跡
は
九
世
紀
前
期

こ
ろ
の
寺
院
領
荘
園
の
経
営
拠
点
と
解
さ
れ
る
が
、
出
土
し
た
木

簡
群
の
中
に
は
、
農
作
業
の
た
め
に
二
月
一
七
日
に
一
二
人
、
四

月
二
一
日
に
一
三
人
、
六
月
四
日
に
二
六
人
を
動
員
し
た
記
録
が

あ
る
。
動
員
人
数
の
内
訳
も
わ
か
り
、
二
月
は
お
そ
ら
く
「
太
」

の
み
、
四
月
は
「
少
子
」
三
人
・「
太
」
一
〇
人
、
六
月
は
「
少
」

一
九
人
・「
殿
子
」七
人
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
は
荒
起
し（
二

月
）、
田
植
え
（
四
月
）、
草
と
り
（
六
月
）
に
対
応
す
る
と
解
さ

れ
、
荒
起
し
→
田
植
え
→
草
と
り
と
い
う
よ
う
な
必
要
と
す
る
労

働
力
の
逓
減
に
対
応
し
て
成
人
労
働
力
（「
太
」「
殿
子
」）
と
若

年
労
働
力
（「
少
」「
少
子
」）
の
構
成
比
が
変
化
す
る
と
解
さ
れ

る⑵

。
そ
し
て
、
六
月
四
日
付
で
一
三
人
の
名
を
記
載
す
る
木
簡
が

も
う
一
点
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
は
す
べ
て
男

子
で
あ
る
。

　

農
作
業
が
男
女
の
共
同
労
働
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
す
る
と
、

六
月
の
作
業
に
は
女
性
労
働
力
が
含
ま
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い

は
ず
だ
が
、
飯
塚
遺
跡
で
は
労
働
力
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る
の

は
男
子
ば
か
り
で
あ
る
。
他
方
、「
〇
〇
女　

十
束
（
あ
る
い
は

五
束
）」
と
い
う
記
述
を
列
挙
し
た
、
お
そ
ら
く
出す
い
こ挙
関
係
の
木

領
（
郡
の
長
官
）
名
で
発
給
さ
れ
、
郡
か
ら
の
下
達
文
書
で
あ
る

こ
と
を
表
す
「
郡
符
す
」
の
文
言
で
始
ま
り
、そ
れ
に
続
け
て
「
里

刀と

じ自
、
手
古
丸
、
黒
成
」
以
下
三
六
人
の
名
を
記
し
、
彼
ら
に
対

し
五
月
三
日
に
郡
司
職
田
（
郡
司
に
支
給
さ
れ
た
田
地
）
に
赴
き

田
植
え
を
す
る
よ
う
指
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
各
人
の
名

前
の
肩
の
部
分
に
は
合
点
と
み
ら
れ
る
「
、」
や
「
不
」
が
記
さ
れ
、

最
後
の
人
名
の
後
に
は
別
筆
で
「
合
卅
四
人
」
と
書
か
れ
る
の
で
、

こ
の
木
簡
は
指
示
に
し
た
が
っ
て
五
月
三
日
に
集
合
し
た
各
人
の

出
欠
確
認
に
も
用
い
ら
れ
、そ
の
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

　

通
常
、「
符
」
文
言
の
次
に
は
文
書
の
宛
所
が
記
さ
れ
る
。
例

え
ば
荒
田
目
条
里
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
も
う
一
点
の
郡
符
木
簡

（
第
一
号
木
簡
）
に
は
「
郡
符
す
、
立
屋
津
長
伴
マ
福
麿
」
と
あ

り
、
立
屋
津
長
に
宛
て
た
指
示
文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。
全
国
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
他
の
郡
符
木
簡
で
も
宛

所
の
多
く
は
「
〇
〇
里
長
」「
〇
〇
郷
長
里
正
等
」
な
ど
で
あ
り
、

こ
う
し
た
一
般
的
な
原
則
に
し
た
が
え
ば
二
号
木
簡
の
事
実
上
の

宛
所
は
「
里
刀
自
」
と
解
さ
れ
る
。
他
の
三
五
人
が
い
ず
れ
も
本
名

で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
彼
女
だ
け
が
「
里
刀
自
」
と
い
う

地
位
呼
称
で
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
を
証
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
刀
自
」
は
本
来
は
女
性
の
尊
称
で
あ
り
、
義
江
明
子
氏
ら
に

第13プロジェクト「社会における女性の活動─その意味と役割」
存在のあり方と意味 ─実態解明の難しさ─

巻頭エッセイ

第
13
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
社
会
に
お
け
る
女
性
の
活
動
─
そ
の
意
味
と
役
割
」

存
在
の
あ
り
方
と
意
味 

─
実
態
解
明
の
難
し
さ
─

増
渕 
徹
　
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授
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一
先
ず
保
留
し
、
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ

う
。

　

日
本
古
代
に
お
い
て
、
産
業
の
各
局
面
で
性
的
分
業
が
貫
か
れ

て
い
る
と
は
到
底
思
え
ず
、
多
く
は
両
性
の
、
ま
た
老
若
男
女
の
、

共
同
作
業
で
あ
っ
た
ろ
う
と
は
思
う
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面

で
の
性
や
年
齢
に
よ
る
比
重
の
置
き
方
や
、
そ
の
労
働
の
具
体
的

な
内
容
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
そ

し
て
そ
れ
は
歴
史
学
と
し
て
好
ま
し
い
状
況
で
は
な
い
。
生
活
の

あ
る
局
面
に
男
性
が
、
あ
る
い
は
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
何
ら
か

の
意
味
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分

に
刷
り
込
ま
れ
た
現
代
的
な
観
念
（
思
い
込
み
）
を
前
提
と
せ
ず

に
解
明
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
反
省
と
と
も
に
難
し
さ

を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。そ
の
難
し
さ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、

や
は
り
一
つ
一
つ
の
事
例
を
掘
り
下
げ
、
事
実
を
積
み
上
げ
て
い

く
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
は
過
去
を
振
り
返
ろ
う
と
す
る
と
き
に
常
に
付
き

纏
う
問
題
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
女
性
史
に
特
有
の
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
時
代
を
遡
れ
ば
そ
れ
だ
け
史
料

が
少
な
く
な
り
、
し
か
も
女
性
の
事
柄
に
言
及
し
た
り
、
女
性
自

身
が
記
録
し
た
史
料
が
希
少
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
社
会
全

体
を
見
据
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
こ
の
問
題
は
否
応
な
し
に
深
刻

さ
を
増
し
て
く
る
。

　

私
は
史
料
と
し
て
平
安
時
代
の
古
記
録
を
扱
う
こ
と
が
多
い

が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
男
性
貴
族
が
記
し
た
も
の
で
、
少
な
く

と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
背
後
に
記
主
の
主
体
性
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
理
解
す
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
る
。
し
か
も
記

主
の
立
場
や
行
動
原
理
が
当
時
の
官
制
や
政
務
・
儀
式
執
行
の
あ

り
方
、
あ
る
い
は
他
貴
族
の
記
録
と
の
比
較
か
ら
、
理
解
に
至
り

そ
の
際
、
本
学
の
立
地
す
る
京
都
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
女
性
に
一

定
の
目
配
り
が
で
き
れ
ば
と
も
思
う
。

く
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
や
は
り
多
様
性

の
事
実
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
積
み
上
げ
て
い
く
研
究
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

　

今
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
斎
王
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
そ
こ

に
あ
る
。
斎
王
は
皇
室
の
祖
先
神
を
祀
る
た
め
に
伊
勢
に
派
遣
さ

れ
た
内
親
王
・
女
王
で
、
そ
の
選
定
や
赴
任
・
帰
任
に
は
本
人
の

意
思
は
本
来
関
係
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
異
性
問
題
や
政

治
的
事
件
を
ひ
き
起
こ
し
た
り
、
あ
る
い
は
文
学
の
世
界
で
存
在

感
を
示
し
た
斎
王
も
存
在
し
た
。
最
近
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
王

権
と
の
関
わ
り
で
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た

斎
王
が
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
注
目
す
べ
き
指
摘
も
出

て
き
て
い
る⑶

。
何
か
を
考
え

た
こ
と
、
発
信
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が

他
者
か
ら
み
れ
ば
些
細
な
こ

と
で
あ
ろ
う
と
も
、
身
の
ま

わ
り
の
世
界
に
対
す
る
自
己

の
視
線
の
発
見
で
あ
り
、
自

身
に
と
っ
て
の
大
き
な
歩
み

の
は
ず
で
あ
る
。

　

第
13
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
こ

う
し
た
問
題
関
心
の
延
長
上

に
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
女

性
の
、
自
己
と
世
界
へ
の
主

体
的
な
視
線
の
発
見
を
ト

レ
ー
ス
す
る
こ
と
に
取
り
組

み
、
そ
の
事
例
を
集
積
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

や
す
い
状
況
が
あ
る
。
し
か
し
同
時
代
の
女
性
の
場
合
に
は
、
僅

か
の
女
性
を
除
い
て
自
身
の
手
に
な
る
記
録
が
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
古
記
録
中
に
見
え
る
女
性
関
係
の
記
事
に
つ
い

て
は
、
常
に
記
主
の
主
体
性
を
前
提
と
し
て
間
接
的
に
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
男
性
が
記
録
し
た
女
性
関
係
の
事
柄
で

あ
っ
て
、
女
性
が
記
す
必
要
性
を
見
出
し
た
結
果
と
し
て
の
記
事

で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
史
料
が
こ
の
視
線
上
に
位
置
す
る
と
い

う
点
は
、
古
い
時
代
の
研
究
に
大
き
な
制
約
を
課
し
て
い
る
。

　

新
し
い
史
料
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
制
約
か
ら
容
易
に
逃
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。荒
田
目
条
理
遺
跡
の
二
号
木
簡
は
、「
里
刀
自
」

と
さ
れ
る
女
性
に
対
し
て
他
者
（
と
く
に
郡
司
側
）
が
ど
う
評
価

し
て
い
る
か
を
示
し
、
古
代
の
村
落
支
配
に
お
け
る
支
配
側
の
視

線
と
、
そ
の
対
象
と
な
る
女
性
の
存
在
意
味
を
観
察
す
る
重
要
な

視
点
を
提
供
し
て
く
れ
て
は
い
る
が
、
当
の
「
里
刀
自
」
の
主
体

と
し
て
の
在
り
方
を
問
う
材
料
に
は
容
易
に
は
な
る
ま
い
。

　

だ
が
、
た
と
え
男
性
側
か
ら
の
記
録
が
主
体
で
あ
る
と
は
し
て

も
、
そ
こ
に
女
性
の
存
在
や
言
動
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。
記
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
女
性
が
い
る
こ

と
に
何
ら
か
の
記
録
す
べ
き
必
要
性
を
見
出
し
て
い
る
と
言
い
う

こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
女
性
の
存
在
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
視
線
を
意
欲
的
に
設
定
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
間
接
的
な
が
ら
も
、
女
性
の
主
体
性
に
迫
る

手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

女
性
が
社
会
で
活
動
領
域
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

様
々
な
困
難
に
直
面
し
つ
つ
も
活
動
す
る
女
性
の
存
在
が
、
あ
ら

た
め
て
社
会
の
多
様
性
に
気
付
か
せ
、
私
た
ち
の
認
識
の
幅
を
広

げ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
的
組
織
が
広
汎
に
成
立

す
る
な
ど
社
会
に
お
け
る
組
織
形
態
も
多
様
化
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の

小
さ
な
つ
ぶ
や
き
が
大
き
な
影
響
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る
よ
う

に
、「
活
動
」
の
意
味
す
る
内
容
も
一
筋
縄
で
は
と
ら
え
き
れ
な

参
考
１　

平
川
南　
「
里
長
」
と
「
里
刀
自
」　
『
律
令
国
郡
里
制
の
実

像　

下
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）

参
考
２　

国
東
町
教
育
委
員
会
『
国
東
町
文
化
財
報
告
書
二
六　

飯

塚
遺
跡
』（
二
〇
〇
二
年
）

参
考
３　

榎
村
寛
之
『
斎
宮
─
伊
勢
斎
王
た
ち
の
生
き
た
古
代
史
─
』

（
中
公
新
書　

二
〇
一
七
年
）

第13プロジェクト「社会における女性の活動─その意味と役割」
存在のあり方と意味 ─実態解明の難しさ─
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出
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（
参
考
２
か
ら
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專
は
美
術
や
音
楽
へ
の
造
詣
が
深
い
夫
と

の
間
に
子
ど
も
た
ち
に
も
恵
ま
れ
、
病
弱
で

あ
り
な
が
ら
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
っ
た
。

そ
の
後
の
東
京
音
楽
学
校
の
演
奏
会
に
出
演

し
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
一
八
九
二

（
明
治
二
五
）年
の
読
売
新
聞
社
に
よ
る
婦
人

音
楽
家
の
人
気
投
票
で
は
、
日
本
音
楽
家
と

し
て
第
二
位
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、著
名
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
初
期
の
音
楽
取
調
掛
で

は
、
わ
ず
か
な
年
月
で
難
題
─
─
日
本
音
楽

と
西
洋
音
楽
の
音
律
や
記
譜
法
の
異
同
を
研

究
し
、新
曲
を
作
る
─
─
に
向
き
合
い
、成
果

を
挙
げ
て
い
た
こ
と
に
、
驚
き
を
禁
じ
得
な

い
。そ
こ
に
は
、邦
楽
と
と
も
に
洋
楽
も
演
奏

し
た
女
性
が
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。そ

れ
は
唱
歌
教
育
を
推
し
進
め
る
た
め
で
あ
っ

た
。

　

当
時
、
音
楽
取
調
掛
は
官
立
唯
一
の
共
学

の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
（
男
子
の
方
が
将

来
国
家
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
う
理
由
で

一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
一
月
に
女
子
の

入
学
を
禁
じ
る
が
、
一
八
八
七
年
三
月
に
復

活
）。第
一
回
伝
習
生
は
女
性
13
名
を
含
む
幅

広
い
年
齢
の
22
名
だ
っ
た
が
、
最
後
ま
で
全

う
し
た
の
は
少
数
で
あ
っ
た
。伝
習
生
の
う

ち
7
名
が
雅
楽
の
伶
人
（
楽
人
）
で
あ
っ
た

が
、
宮
廷
の
儀
式
で
演
奏
す
る
必
要
か
ら
す

で
に
洋
楽
を
研
究
し
て
い
た
人
も
お
り
、
4

名
は
一
八
八
一（
明
治
一
四
）年
二
月
か
ら
助

教
を
務
め
て
い
る
。伊
澤
は
山
田
流
筝
曲
の

大
家
、
山
勢
松
韻（
一
八
四
五
─
一
九
〇
八
）

を
取
調
掛
に
招
き
、
箏
曲
家
や
雅
楽
家
に
ピ

ア
ノ
の
12
音
と
箏
の
調
子
や
雅
楽
の
十
二
律

が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て

い
る
。日
本
音
楽
と
は
異
な
る
楽
器
や
、響
き

を
持
つ
西
洋
音
楽
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
17
歳
で
最
初
の
伝
習
生
と

な
っ
た
士
族
出
身
の
中
村
專
（
一
八
六
四
─

一
九
一
〇
）を
例
に
挙
げ
よ
う
。第
十
五
銀
行

支
配
人
を
務
め
た
父
を
持
ち
、
英
語
が
堪
能

で
あ
っ
た
專
は
、伝
習
の
か
た
わ
ら
、半
年
で

助
教
と
な
っ
て
箏
と
胡
弓
を
教
え
て
い
る
。

通
訳
官
に
岡
倉
天
心
が
い
た
が
、
音
楽
に
秀

で
た
彼
女
は
通
訳
を
務
め
て
メ
ー
ソ
ン
と
親

乗
馬
姿
も
見
か
け
た
こ
と
を
話
し
て
い
る
。

　

で
は
、
中
村
專
の
演
奏
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。一
八
八
二（
明
治
一
五
）年
に
專
は
、伊
澤

と
と
も
に
留
学
し
て
東
京
師
範
学
校
長
と

な
っ
た
高
嶺
秀
夫（
一
八
五
三
─
一
九
一
〇
）

と
結
婚
す
る
。東
京
大
学
理
学
部
に
勤
務
し
、

大
森
貝
塚
を
発
見
し
た
モ
ー
ス
（
一
八
三
八

─
一
九
二
五
）は
、
同
年
再
来
日
し
て
、
か
つ

て
助
手
を
務
め
た
高
嶺
の
家
に
招
か
れ
た
。

「
音
楽
は
か
な
り
判
る
方
」
と
い
う
モ
ー
ス

は
、民
謡
か
ら
三
味
線
、琵
琶
や
箏
、雅
楽
ま

で
多
く
の
音
楽
を
熱
心
に
聴
き
回
っ
て
い
た

が
、
当
初
彼
に
と
って
、日
本
音
楽
は「
最
も
粗

雑
な
も
の
」で
あ
っ
た
。モ
ー
ス
は
、
山
勢
松

韻
と
箏
を
演
奏
し
た
專
を「
巧
妙
な
演
奏
者
」

と
書
い
て
い
る
。さ
ら
に
、こ
の
日
の
モ
ー
ス

を
驚
か
せ
た
の
は
、
西
洋
音
楽
の
音
階
に
整

調
し
た
山
勢
の
箏
と
專
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合

奏
だ
っ
た
。《
埴
生
の
宿
》
等
の
簡
単
な
曲
で

あ
っ
た
が
、「
高
嶺
夫
人
が
提
琴（
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
）の
よ
う
な
違
っ
た
楽
器
で
、本
当
の
音

を
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
は
信
じ
ら
れ
ぬ

［
中
略
］い
よ
い
よ
始
る
と
、私
は
吃
驚
し
た
。

［
中
略
］私
を
驚
か
せ
た
の
は
、
そ
の
演
奏
に

於
る
完
全
な
調
和
音
で
あ
る
。彼
女
は
た
っ

た
四
十
七
日
間
し
か
提
琴
を
習
っ
て
い
な

い
」
と
証
言
し
て
い
る
。專
が
箏
と
と
も
に

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
お
い
て
も
高
度
な
音
楽
性

を
備
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

大
学
）が
設
置
さ
れ
た
。そ
の
中
心
人
物
は
伊

澤
修
二
（
一
八
五
一
─
一
九
一
七
）
で
あ
る
。

伊
澤
は
、
一
八
八
五（
明
治
八
）年
に
師
範
教

育
研
究
視
察
の
為
、
ブ
リ
ッ
ヂ
ウ
ォ
ー
ト
ル

師
範
学
校
で
学
ぶ
か
た
わ
ら
、
音
楽
を
研
究

し
た
。伊
澤
は
、
帰
国
後
の
一
八
七
九（
明
治

一
二
）年
に
提
出
し
た「
音
樂
取
調
ニ
付
見
込

書
」で
、「
東
西
二
洋
ノ
音
樂
ヲ
折
衷
シ
テ
新

曲
ヲ
作
ル
事
」「
將
來
國
樂
ヲ
興
ス
ベ
キ
人
物

ヲ
養
成
ス
ル
事
」「
諸
學
校
ニ
音
樂
ヲ
實
施

ス
ル
事
」
の
三
つ
の
目
的
を
掲
げ
て
い
る
。

一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
学
制
に「
唱
歌
」が

定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
何
を
教
え
る
の
か
分

ら
な
か
っ
た
時
代
に
、
扱
う
べ
き
音
楽
を
取

調
べ
、教
員
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
八
〇（
明
治
一
三
）年
三
月
に
、
伊
澤

が
ボ
ス
ト
ン
で
習
っ
た
音
楽
教
育
家
、ル
ー
サ
ー
・

ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
メ
ー
ソ
ン
（
一
八
一
八
─

九
六
）が
2
年
契
約
で
雇
い
入
れ
ら
れ
、
ピ
ア

ノ
や
バ
イ
エ
ル
な
ど
、
楽
器
や
図
書
が
購
入

さ
れ
た
。日
本
音
楽
に
習
熟
し
て
い
る
者
で

謝
礼
は
不
要
、
楽
器
や
楽
譜
は
備
品
を
使
用

す
る
と
い
う
条
件
で
伝
習
人
が
募
集
さ
れ
、

一
〇
月
よ
り
唱
歌
の
他
、
音
楽
の
基
礎
的
な

楽
器
と
し
て
洋
琴（
ピ
ア
ノ
）、
学
校
で
唱
歌

を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
楽
器
と
し
て
風
琴

（
オ
ル
ガ
ン
）と
箏
お
よ
び
胡
弓
の
伝
習
が
始

ま
っ
た
。現
在
の
日
本
に
お
い
て
も
使
わ
れ

る
バ
イ
エ
ル
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。

し
く
付
き
合
い
、メ
ー
ソ
ン
は
帰
国
の
際
に
、

使
用
し
て
い
た
ピ
ア
ノ
を
彼
女
に
贈
っ
た
。

当
初
、
伊
澤
の「
音
樂
取
調
ニ
付
見
込
書
」に

は
、「
普
通
ノ
讀
書
ニ
差
支
ナ
キ
者　

但
英
文

ヲ
解
ス
ル
者
ハ
最
モ
善
シ
ト
ス
」
と
い
う
生

徒
の
条
件
が
書
か
れ
て
い
た
。英
語
を
理
解

し
て
洋
楽
を
取
り
入
れ
、他
方
、唱
歌
を
実
施

す
る
為
に
邦
楽
の
調
査
や
指
導
も
す
る
と
い

う
、
初
期
の
取
調
掛
の
活
動
に
適
任
の
人
物

が
專
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。偶
然
に
も
隣
家

に
住
ん
で
い
た
音
楽
家
、幸
田
延（
一
八
七
〇

─
一
九
四
六
）は
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
た
の
は
專
か
ら
で
あ
り
、
一
緒
に

合
奏
を
し
た
こ
と
、
專
は
当
時
の
新
し
い
女

性
で
髪
を
銀
杏
返
し
に
結
い
、
時
に
は
洋
装

　

今
年
は
明
治
維
新
か
ら
1
5
0
年
に
あ

た
る
。
1
5
0
年
前
の
日
本
で
は
、
居
留
地

で
娯
楽
音
楽
が
演
奏
さ
れ
、
軍
隊
の
訓
練
に

必
要
な
鼓
笛
隊
の
調
練
も
始
ま
っ
て
い
た
。

人
々
は
耳
慣
れ
な
い
楽
器
の
響
き
に
驚
い
た

が
、
そ
こ
に
文
明
開
化
の
匂
い
を
嗅
ぎ
取
っ

て
い
く
。軍
楽
は
別
と
し
て
、
も
と
も
と
日

本
で
は
、
歌
舞
音
曲
の
類
は
男
子
一
生
の
仕

事
で
は
な
い
と
さ
れ
、
女
性
の
音
楽
家
が
多

か
っ
た
。本
連
載
で
は
、女
性
音
楽
家
が
果
た

し
た
役
割
を
考
え
つ
つ
、
日
本
近
代
音
楽
史

を
眺
め
て
み
た
い
。

　

日
本
に
お
け
る
初
の
音
楽
教
育
機
関
と
し

て
、
一
八
七
九（
明
治
一
二
）年
に
音
楽
取
調

掛（
後
の
東
京
音
楽
学
校
、現
在
の
東
京
藝
術

主
要
参
考
文
献
：

伊
澤
修
二
（
山
住
正
己
校
注
）『
洋
楽
事
始
』（
平

凡
社
、一
九
七
一
年
）、遠
藤
宏
『
明
治
音
楽
史
考
』

（
有
朋
堂
、
一
九
四
八
年
）、
東
京
藝
術
大
学
百

年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
芸
術
大
学
百
年

史 

東
京
音
楽
学
校
編
』第
1
巻（
音
楽
之
友
社
、

一
九
八
七
年
）、
長
沼
秀
明
「
明
治
初
期
の
女
性

音
楽
家
・
中
村
専
と
、
そ
の
父
・
清
行
」（『
洋

楽
史
研
究
』第
18
号
、二
〇
〇
一
年
）、モ
ー
ス『
日

本
そ
の
日
そ
の
日
』第
１
～
３
巻（
石
川
欣
一
訳
、

平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）、「
婦
人
音
楽
家
の
人

気
投
票
」（『
音
楽
雑
誌
』
第
19
号
、一
八
九
二
年
）

近
代
日
本
音
楽
史
を

彩
る
女
性
た
ち

写真1
メーソンと助教たち
（前列右から2 人目
が中村專）

出典：遠藤宏『明治
音楽史考』
有朋堂、1948年

写真２　音楽取調掛（本郷文部省用地内）

佐野 仁美
本学発達教育学部

児童教育学科准教授

1
前 史
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松
浦
　
京
子

本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

40
●
連
載
●
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌

一九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の	

レ
ジ
ェン
ド
・
ウ
ー
マ
ン
た
ち	

１

─
近
代
看
護
確
立
の
貢
献
者
た
ち
─

倫
理
性
を
持
つ
専
門
職
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
看
護
の
専
門
職
化
」
を
望
ん
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
折
か
ら
の

病
院
改
革
の
流
れ
に
も
呼
応
し
て
い
た
。
当

時
、
一
九
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
っ

た
科
学
的
研
究
に
基
づ
く
医
学
の
進
展
が
イ

ギ
リ
ス
に
も
及
ん
で
き
て
お
り
、
そ
の
た
め

の
病
院
改
革
も
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
病
院
は

症
例
研
究
の
場
と
な
り
、
疾
病
分
類
の
明
確

化
の
た
め
の
患
者
の
経
過
観
察
の
重
要
性
、

容
態
の
変
化
を
見
て
取
り
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く

医
師
に
報
告
す
る
こ
と
の
で
き
る
た
め
の
知

識
と
経
験
を
も
っ
た
看
護
者
が
必
要
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
医
師
た
ち
の
間
か
ら
も
看
護
に
当
た
る

ス
タ
ッ
フ
へ
教
育
、
待
遇
の
改
善
を
求
め
る

声
が
上
が
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
の

華
々
し
い
名
声
が
、
そ
の
名
を
冠
し
て
呼
ば

れ
る
看
護
学
校
に
耳
目
も
志
願
者
も
集
め
、

た
。
ま
た
、
裕
福
な
家
庭
で
は
傷
病
者
の
世

話
を
専
門
と
す
る
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
を
雇
う
こ

と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
デ
ィ
ウ
ー
マ

ン
と
か
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ナ
ー
ス
と
呼
ば
れ

た
職
業
的
看
護
者
の
登
場
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
う
し
た
職
に
就
く
の
に
専
門
的
訓
練
も
資

格
も
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
職

に
就
く
者
の
大
半
は
一
八
四
四
年
刊
行
の

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
『
マ
ー
テ
ィ
ン
・
チ
ャ

ズ
ル
ウ
ィ
ッ
ト
』
に
登
場
す
る
サ
ラ
・
ギ
ャ

ン
プ
の
よ
う
な
身
持
ち
の
悪
い
底
辺
の
女
性

と
い
う
の
が
一
つ
の
典
型
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
変
革
を
も
た
ら
し
た
の

が
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
で
あ
っ
た
。「
我
に

仕
え
よ
」
と
の
神
か
ら
の
「
召
命
」
体
験
を

持
っ
た
と
さ
れ
る
彼
女
は
、
富
裕
な
ジ
ェ
ン

ト
ル
マ
ン
層
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
貧
民

看
護
を
志
し
、
親
の
反
対
に
あ
い
な
が
ら

も
ド
イ
ツ
で
密
に
訓
練
を
受
け
、
そ
し
て
、

一
八
五
三
年
勃
発
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
時
に
現

地
の
野
戦
病
院
の
悲
惨
さ
を
告
発
す
る
報
道

　

今
号
よ
り
、
年
二
回
発
行
と
な
り
一
回
の

紙
面
が
小
さ
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ

て
、
し
ば
ら
く
続
け
て
き
た
「
一
九
世
紀
の

女
性
と
教
育
」
か
ら
、
新
し
い
テ
ー
マ
「
レ

ジ
ェ
ン
ド
・
ウ
ー
マ
ン
た
ち
の
あ
れ
こ
れ
」

に
移
ろ
う
と
思
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
女
王

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
の
よ
う
な
圧
倒
的
存
在
で
は

な
く
、
女
性
史
研
究
を
続
け
て
き
た
な
か
で

心
惹
か
れ
た
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
」
た
ち
に
つ
い

て
語
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、ま
ず
は
、

一
九
世
紀
女
性
の
代
表
的
レ
ジ
ェ
ン
ド
と
言

え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
近
代
看
護
の
生
み
の
親
、

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
世
紀
の
看
護
の

歴
史
の
な
か
に
名
を
残
す
女
性
た
ち
に
目
を

向
け
て
み
た
い
。

　

英
語
で
看
護
師
を
表
す
一
般
的
な
言
葉
で

あ
る
ナ
ー
スnurse

は
、
時
に
乳
母
や
子
守

役
の
メ
ー
ド
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
は
、
一
人
で
は
生
活
で
き
な
い
幼
子

や
傷
病
者
の
世
話
を
す
る
（
見
守
る
）
人
と

そ
し
て
、
実
際
、
学
校
の
修
了
生
た
ち
は
、

各
地
の
病
院
に
赴
き
ヘ
ッ
ド
・
ナ
ー
ス
と
し

て
専
門
訓
練
を
受
け
た
看
護
師
（
ト
レ
イ
ン

ド
・
ナ
ー
ス
）
の
育
成
に
尽
力
す
る
こ
と
で
、

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
路
線
を
広
め
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
の
名
声
に
惹
か
れ

て
で
あ
ろ
う
、
レ
デ
ィ
・
ナ
ー
ス
と
呼
ば
れ

る
よ
う
な
高
い
出
自
を
持
つ
女
性
の
ト
レ
イ

ン
ド
・
ナ
ー
ス
が
誕
生
し
た
こ
と
も
事
実
で
、

彼
女
た
ち
は
様
々
な
局
面
で
活
躍
し
影
響
力

を
ふ
る
い
、
看
護
職
の
専
門
職
化
に
貢
献
し

て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
女
性
史
的
視
点
か
ら
見
る
と
、

こ
の
動
き
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
九
世
紀

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
中
流
階
級
女
性

の
法
的
社
会
的
地
位
の
向
上
と
社
会
進
出
と

も
、
そ
の
要
求
要
因
に
お
い
て
つ
な
が
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、

次
回
で
は
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看
護
学
校

の
初
期
の
修
了
生
の
な
か
か
ら
、
二
人
の
女

性
の
活
躍
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
看
護
は
、
病
院
（
貧

民
対
象
の
慈
善
病
院
）
看
護
と
、
困
窮
貧
民

の
収
容
機
関
で
あ
る
救
貧
院
（
ワ
ー
ク
ハ
ウ

ス
）
付
属
施
療
院
の
看
護
、
そ
し
て
在
宅
貧

民
に
対
す
る
訪
問
看
護
の
三
方
向
を
も
っ
て

発
展
す
る
が
、
施
療
院
看
護
の
分
野
で
名
を

残
し
た
ア
グ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
、

訪
問
看
護
制
度
の
定
着
に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
Ｓ
・
リ
ー
（
ク
レ
イ

ヴ
ン
夫
人
）
の
二
人
に
つ
い
て
で
あ
る
。

を
き
っ
か
け
に
看
護
団
を
派
遣
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
と
き
、
選
抜
さ
れ
た
看
護
者
の

団
長
と
し
て
現
地
に
赴
き
、
現
地
の
死
亡
率

を
一
気
に
引
き
下
げ
た
と
い
う
伝
説
を
創
っ

た
。
こ
の
時
、
彼
女
の
手
腕
は
衛
生
管
理
や

物
資
調
達
の
改
善
に
発
揮
さ
れ
た
の
だ
が
、

一
方
で
、
報
道
を
通
じ
て
、
ラ
ン
プ
を
も
っ

て
傷
病
者
を
看
て
回
る
白
衣
の
天
使
＝
「
看

護
専
門
職
者
」
の
有
用
性
を
イ
ギ
リ
ス
社
会

に
印
象
付
け
る
と
い
う
成
果
を
得
た
。
そ
の

結
果
、
彼
女
の
活
躍
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
て

集
め
ら
れ
た
基
金
を
も
と
に
、
い
わ
ゆ
る
ナ

イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看
護
学
校
（
聖
ト
マ
ス
病

院
付
属
看
護
師
養
成
所
）
が
開
設
さ
れ
、
教

養
あ
る
中
流
階
級
女
性
を
軸
と
す
る
的
確
な

病
院
訓
練
を
経
た
看
護
専
門
職
者
（
ト
レ
イ

ン
ド
・
ナ
ー
ス
）
の
養
成
が
本
格
的
に
は
じ

ま
り
、
こ
こ
に
近
代
看
護
改
革
、「
看
護
の

近
代
化
」
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看
護
学
校
以
前
に

も
、
た
と
え
ば
聖
ヨ
ハ
ネ
・
ハ
ウ
ス
の
よ
う

に
修
道
会
的
特
質
を
持
ち
つ
つ
病
院
訓
練
を

重
視
し
て
看
護
者
の
養
成
を
行
っ
た
と
こ
ろ

は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
は
り
、
看
護
の
歴

史
は
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
以
前
、
以
後
で
分

け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ナ
イ
テ
ィ

ン
ゲ
ー
ル
は
、
看
護
職
こ
そ
、
中
流
階
級
以

上
の
教
養
あ
る
女
性
に
相
応
し
い
職
で
あ
る

と
喧
伝
し
、
専
門
訓
練
、
規
律
あ
る
団
体
行

動
、宗
教
的
救
済
目
的
か
ら
離
れ
た
世
俗
性
・

い
う
意
味
あ
い
の
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ

れ
ゆ
え
、
人
の
歴
史
と
共
に
看
護
す
る
者
は

存
在
し
て
お
り
、
家
族
や
知
人
、
時
に
召
使

の
女
性
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。ま
た
、

身
寄
り
の
な
い
者
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
の
教
え
と
伝
統
を
持
つ
国
々
で

は
、
そ
の
発
露
た
る
「
施
し
」
の
際
た
る
も

の
と
し
て
、
修
道
女
や
信
徒
団
の
女
性
に
よ

る
看
護
、
介
護
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
、
近
世
以
降
、
病
院
や
施
療
院
と
い
っ

た
治
療
の
た
め
に
傷
病
者
を
収
容
す
る
施
設

が
成
立
し
て
く
る
と
、
施
設
内
で
傷
病
者
の

世
話
を
す
る
者
が
雇
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

第　　 　　　回

1877年のキングズ・カレッジ病院の富裕者向け病棟のレディ・ナース見習い
（出典：Carol	Helmstadler	and	Judith	Godden,Nursing	before	Nightingale,1815-1899,
Farnham,2011）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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め
ら
れ
る
と
説
い
た
。
そ
し
て
、
専
業
化
以

後
も
女
性
が
土
器
生
産
を
担
っ
た
と
推
定
す

る
。

　

こ
う
し
た
女
性
に
よ
る
土
器
の
専
業
生
産

は
、
韓
半
島
か
ら
窯
業
技
術
が
渡
来
し
、
須

恵
器
生
産
が
始
ま
っ
た
以
後
も
時
代
を
こ
え

て
継
続
し
た
可
能
性
が
高
い
（
図
１
）。
世

界
各
地
で
は
、
専
業
的
な
土
器
生
産
が
開
始

さ
れ
る
と
食
器
類
は
窯
で
焼
成
さ
れ
た
焼
き

物
が
主
流
と
な
り
、
そ
の
労
働
は
男
性
優
位

労
働
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
日
本
列
島
中
央
部
で
は
、
素
焼
き
の
土

師
器
が
、
清
浄
な
器
と
し
て
、
都
の
器
と
し

て
女
性
が
生
産
し
続
け
た
。
こ
の
文
化
的
背

景
に
つ
い
て
未
解
明
の
部
分
が
多
く
の
こ
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
契
機
が
古
墳

時
代
に
お
け
る
土
器
生
産
の
性
別
分
業
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
予
測
ま
で
を
た

て
て
、
こ
の
実
証
を
他
日
に
期
し
た
い
。

か
従
事
し
な
い
、
あ
る
い
は
補
助
的
な
役
割

を
果
た
す
場
合
、（
３
）
男
女
と
も
そ
れ
ぞ

れ
別
々
に
携
わ
る
か
、
男
女
が
共
同
し
て
従

事
す
る
場
合
、（
４
）
女
性
優
位
で
、
男
性

は
稀
に
し
か
従
事
し
な
い
か
、
補
助
的
な
役

割
を
演
ず
る
場
合
、（
５
）
女
性
の
み
が
携

わ
る
場
合
に
区
分
し
た
。
そ
の
後
、
マ
ー

ド
ッ
ク
は
一
九
四
九
年
の
『
社
会
構
造
』
に

お
い
て
性
別
分
業
と
婚
姻
居
住
制
と
の
関
係

性
へ
、
研
究
を
進
展
さ
せ
る
。

　

こ
の
マ
ー
ド
ッ
ク
の
業
績
を
、
日
本
考
古

学
に
紹
介
し
た
都
出
比
呂
志
は
、
マ
ー
ド
ッ

ク
の
区
分
の
う
ち
、（
１
）
と
（
２
）
を
男

性
優
位
労
働
、（
３
）
を
中
間
形
態
、（
４
）

と
（
５
）
を
女
性
優
位
労
働
と
ま
と
め
直
し

た
。
す
る
と
、
男
性
優
位
の
比
率
が
７
割
を

超
す
労
働
は
、
金
属
工
芸
や
武
器
の
製
作
、

狩
猟
、
楽
器
や
ボ
ー
ト
の
製
作
、
採
鉱
・
採

石
、
木
材
・
樹
皮
や
石
・
骨
・
角
・
貝
の
加
工
、

材
木
切
り
出
し
、
家
屋
建
設
、
耕
地
開
墾
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
女

性
優
位
の
比
率
が
７
割
を
超
す
労
働
は
、
穀

物
製
粉
、
水
の
運
搬
、
調
理
、
野
草
・
根
菜
・

種
子
の
採
集
、
衣
類
の
製
作
と
修
繕
、
食
物

の
保
存
管
理
、
土
器
・
織
物
・
敷
物
・
籠
・

糸
・
縄
の
製
作
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
酒
造
り

や
装
身
具
の
製
作
、
耕
作
と
植
付
、
家
禽
や

小
動
物
の
飼
育
、
火
お
こ
し
と
い
っ
た
労
働

は
、男
女
が
共
同
し
て
関
わ
る
も
の
が
多
い
。

　

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
男
性
優
位
労
働
は

か
ら
近
世
・
近
代
に
い
た
る
ま
で
生
産
さ
れ

続
け
た
素
焼
き
の
土
器
で
あ
る
。（
図
１
）

こ
の
土
師
器
の
製
作
者
は
、
断
片
的
な
史
料

よ
り
女
性
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
正
倉
院
文
書
」
天
平
勝
宝

二
（
七
五
〇
）
年
「
浄
清
所
解
」
に
は
、
借

馬
秋
庭
女
と
い
う
女
性
の
土
器
づ
く
り
の
名

が
み
え
て
、
男
性
が
粘
土
採
掘
か
ら
製
品
運

搬
ま
で
の
作
業
を
助
け
て
い
る
。
延
暦
二
三

（
八
〇
四
）
年
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に

は
、
神
饌
を
盛
る
器
と
し
て
「
童
女
の
焼
い

た
」
土
師
器
し
か
用
い
な
い
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
平
城
京
木
簡
で
は
「
土
師
女
六
人
」
の

記
載
よ
り
、
京
内
に
女
性
か
ら
な
る
土
師
器

製
作
集
団
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
さ
ら

に
中
世
の
『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
楠
葉
に
土
器

づ
く
り
の
美
し
い
娘
が
い
た
こ
と
が
う
た
わ

れ
て
い
る
ほ
か
、
京
都
岩
倉
木
野
・
幡
枝
に

は
、
戦
後
の
一
時
期
ま
で
土
師
器
皿
を
製
作

す
る
女
性
た
ち
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
事
例
よ
り
、
自
家
消
費
の
範
疇
を
こ
え
る

土
器
生
産
を
女
性
が
担
っ
て
い
る
こ
と
が
明

確
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
は
、
考
古
学
的
観

察
に
加
え
、
ア
ジ
ア
各
地
に
お
け
る
民
族
調

査
を
ふ
ま
え
て
、
土
器
生
産
を
論
じ
た
長
友

朋
子
の
指
摘
が
興
味
深
い
。
長
友
は
、
弥
生

時
代
後
期
に
土
器
生
産
の
専
業
化
が
進
み
は

じ
め
、
弥
生
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
前
半
期

に
集
落
間
分
業
と
専
業
的
な
土
器
生
産
が
認

古
資
料
を
駆
使
し
て
、
過
去
の
性
別
分
業
に

つ
い
て
幅
広
く
発
言
す
る
た
め
に
は
、
文
献

史
学
や
民
族
学
、
人
類
学
と
い
っ
た
隣
接
分

野
と
の
協
業
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。

　

さ
い
わ
い
に
し
て
、
日
本
列
島
中
央
部
で

は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
以
降
の
文
献
記
録
が
比

較
的
豊
富
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
族
学
の
立

場
か
ら
性
別
分
業
を
論
じ
た
G
・
マ
ー
ド
ッ

ク
に
よ
る
古
典
的
な
業
績
が
、
日
本
考
古
学

で
は
一
九
八
〇
年
代
に
紹
介
さ
れ
、
性
別
分

業
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
だ
。

マ
ー
ド
ッ
ク
の
性
別
分
業
論　

マ
ー
ド
ッ
ク

は
、
世
界
各
地
の
二
二
四
の
種
族
の
民
族
誌

を
も
と
に
、
四
六
種
の
労
働
を
男
女
ど
ち
ら

が
主
体
的
に
携
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た

傾
向
を
調
べ
あ
げ
た
。こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、

労
働
の
種
別
に
よ
っ
て
男
女
の
従
事
率
が
異

な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
マ
ー
ド
ッ

ク
は
労
働
に
（
１
）
男
性
の
み
が
携
わ
る
場

合
、（
２
）
男
性
が
優
位
で
女
性
は
稀
に
し

力
仕
事
で
、
か
つ
遠
隔
地
に
赴
く
必
要
の
あ

る
労
働
、
一
方
、
女
性
優
位
労
働
は
衣
・
食

を
基
軸
と
し
て
筋
肉
労
働
の
要
求
度
が
少
な

く
、
居
住
地
の
近
隣
で
営
み
う
る
労
働
が
多

い
。
そ
し
て
、
土
器
生
産
は
自
家
消
費
的
な

場
合
、
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
事
例
が
８

割
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
商
品
化
さ
れ
た
土

器
や
専
業
者
が
生
産
す
る
場
合
は
、
男
性
優

位
労
働
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
人
類

学
が
説
く
世
界
的
な
傾
向
に
過
ぎ
な
い
こ
と

に
は
、注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

日
本
古
代
に
お
け
る
性
別
分
業
は
ど
う
か
。

筆
者
が
専
門
と
す
る
土
器
資
料
を
例
に
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

土は

じ

き
師
器
と
い
う
土
器
の
独
自
性　

土
師
器
と

は
、
弥
生
土
器
の
系
譜
を
ひ
き
、
古
墳
時
代

考
古
遺
物
の
中
の
女
性 

1

中
久
保 

辰
夫
　
本
学
文
学
部
歴
史
遺
産
学
科
准
教
授

性
別
分
業
を
め
ぐ
る
考
古
学
の
議
論
と

日
本
古
代
の
土
器

　
「
人
類
社
会
が
、
過
去
、
ど
の
よ
う
に
生

物
学
的
な
性
差
に
よ
る
労
働
の
分
担
を
し
て

き
た
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
立
て
る
時
、

文
字
で
記
さ
れ
た
資
料
の
み
で
考
究
し
て
い

く
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
の

使
用
と
普
及
の
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時

代
が
、世
界
各
地
で
一
様
で
は
な
い
も
の
の
、

先
史
時
代
の
時
間
幅
に
比
べ
る
と
相
対
的
に

短
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
的
、
文

化
的
に
つ
く
ら
れ
る
性
差
も
含
め
て
、
よ
り
長

期
的
な
視
座
を
も
っ
て
性
別
分
業
の
歴
史
的

展
開
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
人
類

の
出
現
か
ら
現
代
ま
で
の
人
工
物
を
研
究
対

象
と
す
る
考
古
学
の
研
究
が
有
効
と
な
る
。

　

し
か
し
、
資
料
が
豊
富
な
考
古
学
で
あ
っ

て
も
、
資
料
の
解
釈
に
は
困
難
が
伴
う
。
考

古
資
料
の
中
で
製
作
者
の
名
前
や
性
別
が
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
。
さ
ま
ざ

ま
な
器
物
を
男
女
ど
ち
ら
が
製
作
し
た
の
か

と
い
っ
た
点
を
直
接
的
に
示
す
資
料
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
考

参
考
資
料
：

都
出
比
呂
志『
日
本
農
耕
社
会
の
成
立
過
程
』（
岩

波
書
店
一
九
八
九
）

M
urdock,	G.	P.,	

“Com
parative	data	on	the	

division	of	labor	by	sex

”,	Social	Forces,	
V
ol.15,	N

o.4,	1937	
M
urdock,	G

.	P.,	 Social	structure,	N
ew
	

Y
ork:	M

acm
illian	Com

pany,	1949.

岡
田
精
司
「
宮
廷
巫
女
の
実
態
」『
日
本
女
性
史
』

一
（
女
性
史
総
合
研
究
会
編　

東
京
大
学
出
版

会
一
九
八
二
）

長
友
朋
子『
弥
生
時
代
土
器
生
産
の
展
開
』（
六
一

書
房
二
〇
一
三
）

図１　古墳時代の土師器と須恵器
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と
か
ら
、
作
品
論
と
い
う
よ
り
も
登
場
人
物

が
主
体
と
な
っ
た
勝
負
で
あ
る
。
絵
画
化
さ

れ
た
場
面
に
描
か
れ
た
登
場
人
物
が
、
論
の

優
劣
の
主
眼
と
な
る
。
こ
こ
で
の
最
終
審
判

者
が
藤
壺
で
あ
る
。「
あ
さ
は
か
な
る
若
人

ど
も
は
死
に
か
へ
り
ゆ
か
し
が
れ
ど
、
上
の

も
宮
の
も
片
は
し
を
だ
に
え
見
ず
」
と
、
絵

に
心
得
の
な
い
女
房
は
、
た
と
え
帝
や
中
宮

付
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
参
加
は
許
さ
れ
な

い
緊
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
度

目
の
「
絵
合
」
が
、天
覧
の
御
前
勝
負
で
あ
っ

た
。
こ
ち
ら
は
風
景
画
が
中
心
と
な
り
、
光

源
氏
の
弟
で
風
流
な
方
面
に
長
け
た
帥
宮
が

審
判
を
務
め
る
。
こ
ち
ら
で
は
光
源
氏
が
須

磨
滞
在
中
に
描
い
た
「
須
磨
の
巻
」
が
、『
伊

勢
物
語
』
の
業
平
の
流
謫
の
姿
に
重
な
り
、

勝
ち
を
収
め
る
。
二
つ
の
「
絵
合
」
は
、
日

を
違
え
、
場
所
を
違
え
て
、
光
源
氏
と
藤
壺

の
心
が
響
き
あ
い
、
斎
宮
女
御
の
蒐
集
し
た

絵
が
弘
徽
殿
女
御
方
を
圧
倒
す
る
。そ
れ
は
、

と
り
も
直
さ
ず
後
宮
に
お
け
る
二
人
の
女
御

の
勢
力
関
係
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

御
子
冷
泉
帝
の
即
位
、
そ
の
後
宮
の
中
心

に
光
源
氏
後
見
の
斎
宮
女
御
を
据
え
て
、
藤

壺
は
翌
年
崩
御
し
た
。

に
続
く
箇
所
に
「
院
司
」
と
見
え
る
と
こ
ろ

か
ら
、
物
語
文
学
史
に
於
い
て
「
女
院
」
が

登
場
し
た
嚆
矢
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
の
は
約
千

年
前
で
あ
る
が
、
作
品
の
舞
台
は
古
く
か

ら
「
延
喜
・
天
暦
」
の
治
世
が
「
準
拠
」
と

な
り
物
語
が
執
筆
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
き

た
。「
延
喜
」
は
醍
醐
天
皇
（
在
位
八
九
七

～
九
三
〇
）、「
天
暦
」
は
村
上
天
皇
（
同

九
四
六
～
九
六
七
）
の
時
代
の
年
号
で
、
執

筆
当
時
は
聖
代
視
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
そ

う
思
わ
せ
る
記
述
も
あ
る
が
、
物
語
の
す
べ

て
が
「
延
喜
・
天
暦
」
に
お
さ
ま
る
わ
け
で

は
な
い
。
光
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
た
一
項

に
つ
い
て
も
、
在
原
行
平
・
在
原
業
平
・
菅

原
道
真
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
藤
原
伊
周

ま
で
が
モ
デ
ル
と
し
て
挙
が
る
。「
女
院
」も
、

『
源
氏
物
語
』
執
筆
時
代
の
直
前
に
現
れ
た

制
度
で
あ
る
。
円
融
天
皇
の
女
御
で
あ
る
詮

子
（
藤
原
兼
家
の
二
女
）
が
、
円
融
天
皇
の

薨
去
後
、
一
代
置
い
て
所
生
の
一
条
天
皇
が

　

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
は
執
筆
当
時
の
世

界
だ
け
で
な
く
、
時
代
の
先
取
り
さ
え
し
て

い
る
。

　

藤
壺
が
、
母
后
の
権
限
で
冷
泉
帝
の
後
宮

に
介
入
し
た
「
絵
合
」
の
行
事
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
が
成
立
し
た
は
る
か
後
の
永
承
五

年
（
一
〇
五
〇
）、
正
子
内
親
王
の
も
と
で

開
催
さ
れ
た
の
が
初
出
と
さ
れ
て
い
る
。

　

光
源
氏
は
明
石
流
謫
中
に
明
石
の
君
と
の

間
に
一
女
（
の
ち
の
明
石
の
中
宮
）
を
得
て

い
た
が
、
冷
泉
即
位
当
時
は
幼
す
ぎ
て
入
内

さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
故
六
条
御

息
所
の
娘
で
前
斎
宮
で
あ
っ
た
姫
宮
を
後
見

し
て
入
内
さ
せ
る
。
す
で
に
入
内
し
て
い
た

弘
徽
殿
女
御
（
先
の
弘
徽
殿
大
后
の
姪
）
は

帝
と
年
も
近
く「
う
ち
と
け
た
る
御
童
遊
び
」

（
絵
合
）
に
親
し
ま
れ
た
が
、
斎
宮
女
御
は

九
歳
も
年
長
で
、
な
か
な
か
距
離
が
縮
ま
ら

な
い
。
二
人
の
女
御
の
周
辺
で
は
帝
の
愛
す

る
絵
画
を
蒐
集
し
、
帝
の
関
心
を
競
う
よ
う

に
な
る
。
ま
ず
、
藤
壺
の
御
前
で
の
物
語
絵

の
「
絵
合
」
が
行
わ
れ
る
。
絵
の
優
劣
を
競

う
と
は
い
え
、
対
象
と
な
っ
た
物
語
の
内
容

が
勝
負
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。「
竹
取
の
翁

に
宇
津
保
の
俊
蔭
」、「
伊
勢
物
語
に
正
三
位
」

が
番
わ
さ
れ
た
と
あ
り
、
後
者
の
判
に
「
業

平
」
や
「
兵
衛
の
大
君
」
の
名
が
み
え
る
こ

ま
つ
り
た
ま
ひ
が
た
き
こ
と
な
り
か
し
」（
紅

葉
賀
）
と
世
間
も
不
審
の
念
を
も
っ
て
取
沙

汰
す
る
強
引
な
も
の
で
あ
り
、
当
然
弘
徽
殿

方
の
怒
り
を
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

や
が
て
桐
壺
院
が
薨
去
す
る
と
、
一
周
忌

の
法
華
八
講
の
最
終
日
、藤
壺
は
落
飾
す
る
。

そ
れ
は
藤
壺
を
い
ま
だ
思
慕
し
続
け
る
光
源

氏
の
恋
情
を
絶
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
光
源
氏

は
、
朱
雀
帝
の
御
代
に
な
っ
て
権
勢
を
振
る

う
右
大
臣
方
に
押
さ
れ
て
、
須
磨
・
明
石
へ

と
身
を
処
す
が
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
に

よ
っ
て
帝
を
は
じ
め
弘
徽
殿
大
后
、
右
大
臣

と
次
々
に
病
に
倒
れ
る
と
、
都
に
召
喚
さ
れ

て
政
界
に
復
帰
す
る
。
そ
の
ま
ま
藤
壺
所
生

の
東
宮
が
即
位
す
る
と
、
光
源
氏
は
内
大
臣

と
な
り
、
実
父
と
明
か
せ
ぬ
ま
ま
後
見
を
務

め
る
。
こ
こ
に
き
て
藤
壺
は
新
た
な
地
位
を

獲
得
す
る
。
本
文
に
「
女
院
」
の
称
は
明
示

さ
れ
な
い
が
、「
入
道
の
宮
、
御
位
を
ま
た

改
め
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
太
上
天
皇
に

な
ず
ら
へ
て
御
封
賜
ら
せ
た
ま
ふ
」（
澪
標
）

即
位
し
た
の
ち
に
落
飾
し
た
際
に
叙
さ
れ
た

も
の
で
、
詮
子
は
居
所
に
依
っ
て
「
東
三
条

院
」
と
呼
ば
れ
た
。
夫
で
あ
る
帝
の
死
後
、

皇
子
の
即
位
に
よ
っ
て
女
院
と
な
る
の
は
、

初
発
の
東
三
条
院
の
あ
り
方
と
重
な
っ
て
い

る
。
藤
壺
と
東
三
条
院
と
の
違
い
は
、
皇
子

の
即
位
と
落
飾
の
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
前

後
関
係
と
、
女
院
宣
下
の
時
期
が
落
飾
後
す

ぐ
か
時
間
を
置
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

藤
壺
は
出
家
に
よ
っ
て
、
若
宮
を
守
る
た
め

に
朱
雀
帝
の
治
世
の
弘
徽
殿
大
后
側
の
圧
力

を
か
わ
し
て
い
た
。
若
宮
が
即
位
し
た
暁
に

は
光
源
氏
の
政
的
援
助
は
必
要
で
あ
る
が
、

光
源
氏
の
恋
情
を
厭
わ
し
く
感
じ
る
。
そ
の

板
挟
み
を
解
消
す
る
た
め
に
、
出
家
は
考
え

抜
か
れ
た
最
善
の
策
で
あ
っ
た
。
実
在
の
女

院
は
、
時
代
が
下
が
る
と
、
未
婚
の
皇
女
や

皇
子
な
き
女
御
、
さ
ら
に
追
贈
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
パ
タ
ー
ン
で
女
院
宣
下
が
な
さ
れ
、
同

時
に
複
数
が
存
在
す
る
事
態
と
な
る
が
、
物

語
文
学
の
世
界
で
は
、
帝
の
退
位
と
と
も
に

中
宮
か
ら
女
院
と
な
り
、
女
院
は
院
と
セ
ッ

ト
と
な
っ
て
後
院
（
上
皇
の
御
所
）
で
過
ご

す
型
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
、二

の
作
品
を
除
い
て
、
物
語
世
界
で
の
唯
一
最

高
の
女
性
位
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
現
実
社

会
の
女
院
と
は
乖
離
し
て
い
く
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
藤
壺
を
居
所
と
す
る

女
御
が
三
人
登
場
す
る
。
そ
の
中
で
立
后
し

て
中
宮
と
な
っ
た
の
は
、
桐
壺
帝
の
後
宮
に

入
っ
た
先
帝
の
第
四
皇
女
の
み
で
あ
る
。
入

内
の
そ
も
そ
も
が
、
光
源
氏
の
生
母
で
あ
る

桐
壺
更
衣
を
喪
っ
た
桐
壺
帝
が
「
亡
せ
た
ま

ひ
に
し
御
息
所
の
御
容
貌
に
似
た
ま
へ
る

人
」（
桐
壺
）
と
聞
き
、
一
の
皇
子
の
生
母

で
右
大
臣
の
娘
で
あ
る
弘
徽
殿
女
御
の
権
力

と
嫉
妬
を
恐
れ
て
辞
退
す
る
母
后
を
説
き
伏

せ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
も
、
女
官

か
ら
記
憶
の
な
い
母
更
衣
に
「
い
と
よ
う
似

た
ま
へ
り
」
と
聞
い
て
親
し
み
、
成
長
後
は

恋
情
と
な
り
、
つ
い
に
は
二
人
の
間
に
表
向

き
は
光
源
氏
の
弟
と
な
る
皇
子
さ
え
生
ま
れ

る
。
桐
壺
帝
は
、
一
の
皇
子
の
次
に
東
宮
と

な
る
若
宮
に
親
族
の
後
見
人
が
不
在
で
あ
る

こ
と
を
案
じ
、
弘
徽
殿
女
御
を
置
い
て
、
藤

壺
を
立
后
さ
せ
る
。
こ
の
立
后
は
「
春
宮
の

御
母
に
て
二
十
余
年
に
な
り
た
ま
へ
る
女
御

を
お
き
た
て
ま
つ
り
て
は
、
引
き
越
し
た
て

物
語
の

女
性   

1

『
源
氏
物
語
』の
藤
壺
中
宮

野
村 

倫
子
　
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
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第
三
部
の
三
つ
の
章
は
、
米
澤
洋
子
「
中

世
の
湯
屋
と
施
浴
︱
入
浴
に
み
る
中
世
の
身

体
観
の
一
様
相
」、
松
浦
京
子
「
在
宅
看
護

活
動
の
先
駆
者
た
ち
︱
一
九
世
紀
末
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
地
区
看
護
師
」、田
端
泰
子「「
き

も
の
」
の
原
型
小
袖
の
普
及
と
そ
の
背
景
︱

中
世
武
士
と
庶
民
の
衣
料
を
素
材
と
し
て
」、

お
よ
び
二
つ
の
コ
ラ
ム
（
河
原
宣
子
「
看
護

学
に
お
け
る
身
体
︱
ふ
れ
る
、
う
ご
か
す
、

い
や
す
」、
横
山
茂
樹
「
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ヘ

ル
ス
と
理
学
療
法
」）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

米
澤
は
、
中
世
湯
屋
の
構
造
お
よ
び
仏
教
が

導
入
し
た
入
浴
思
想
が
中
世
社
会
に
与
え
た

影
響
を
光
明
皇
后
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
つ

つ
考
察
す
る
こ
と
で
、
身
体
ケ
ア
の
歴
史
的

な
一
端
を
解
明
し
た
。
松
浦
は
、
病
者
の
ケ

ア
に
携
わ
る
巡
回
訪
問
看
護
の
担
い
手
、
す

な
わ
ち
地
区
看
護
師
の
養
成
シ
ス
テ
ム
と
そ

の
活
動
内
容
や
活
動
意
識
を
史
料
に
即
し
て

明
ら
か
に
し
た
。
田
端
は
、
中
世
の
一
般
女

性
が
着
用
し
た
小
袖
が
、
そ
の
後
、
男
女
両

性
の
み
な
ら
ず
全
階
層
に
普
及
し
、
江
戸
時

代
に
は
日
本
人
の
標
準
着
衣
と
な
っ
た
背
景

に
つ
い
て
説
得
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

以
上
の
紹
介
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

本
書
は
文
学
・
歴
史
学
・
看
護
学
・
理
学
療

法
な
ど
の
諸
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
身
体
史
と
身

体
文
化
論
を
軸
に
学
際
的
な
対
話
を
試
み
た

成
果
で
あ
る
。

う
。
つ
ま
り
、
身
体
を
所
有
す
る
主
体
に
つ

い
て
自
明
視
し
て
い
た
前
提
が
覆
さ
れ
、
存

在
の
根
底
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
哲
学
的

な
問
い
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、サ
ブ
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
「
装
い
」
と
「
ケ

ア
」	

と
い
う
二
つ
の
切
り
口
で
、
空
間
的
に

は
日
本
・
中
国
・
西
洋
を
論
じ
、
時
間
的
に

は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
歴
史
や
文
化
を
比

較
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
窺
う
こ
と
が
で

き
、
哲
学
書
で
は
な
く
て
、
歴
史
系
の
書
物

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
副
題
に

あ
る
「
装
い
」
は
本
書
の
な
か
で
は
「
身
体

表
現
」
と
い
う
抽
象
度
の
高
い
言
葉
で
言
い

換
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
概
念
的
に
等
価
交
換
さ
れ
て
い
る
。「
身

体
表
現
」
と
い
う
言
葉
は
汎
用
性
が
あ
り
、

客
観
性
も
高
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、「
装

文
化
史
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
橋

本
は
、
一
九
世
期
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
肥
満

を
肯
定
す
る
身
体
表
象
が
現
れ
た
こ
と
の
意

味
を
解
明
し
、
南
は
、
自
然
療
法
・
菜
食
主

義
・
生
改
革
運
動
の
主
唱
者
の
み
な
ら
ず
、

近
代
医
学
派
か
ら
も
脱
肥
満
の
主
張
が
展
開

さ
れ
て
、
肥
満
を
否
定
す
る
身
体
表
象
が
生

じ
た
第
二
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
を
浮
き
彫
り
に

し
た
。
第
一
部
の
最
後
の
章
、
日
比
野
英
子

「
化
粧
の
心
理
︱
装
い
に
よ
る
表
現
と
ケ
ア
」

は
化
粧
の
持
つ
心
理
的
意
味
や
機
能
と
役
割

に
迫
る
好
論
で
あ
る
。

　

第
二
部
の
三
つ
の
章
、
つ
ま
り
、
林
久
美

子
「
五
輪
五
体
の
身
体
観
︱
死
と
再
生
の
メ

タ
フ
ァ
ー
」、
王
衛
明
「
中
国
古
代
絵
画
史

籍
か
ら
見
え
る
女
性
画
家
の
事
蹟
︱
そ
の
撰

述
の
形
式
と
女
性
像
」、
小
林
裕
子
「
仏
像

の
装
い
が
あ
ら
わ
す
も
の
︱
興
福
寺
東
金
堂

維
摩
文
殊
像
か
ら
考
え
る
」
は
、
美
術
作
品

や
文
学
作
品
に
ど
の
よ
う
に
身
体
表
現
が
現

れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
林
は
人

体
を
五
輪
塔
に
み
た
て
る
五
輪
五
体
観
を
仏

教
医
学
・
小
野
流
の
図
像
・
演
劇
作
品
な
ど

か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
王
は
、
唐
・
宋
・
元

か
ら
明
・
清
・
近
代
に
い
た
る
女
性
画
家
事

蹟
の
記
述
の
展
開
と
変
容
を
解
明
し
て
い

る
。
小
林
は
、
興
福
寺
の
維
摩
文
殊
像
を
手

が
か
り
に
五
台
山
文
殊
を
受
容
す
る
過
程
や

維
摩
文
殊
像
を
再
興
す
る
際
の
貞
慶
の
関
与

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

女
性
史
・
女
性
文
化
に
か
ん
す
る
研
究
所
の

設
置
は
、
恒
常
的
な
研
究
拠
点
の
誕
生
と
制

度
的
な
研
究
の
保
証
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る
。

　

本
書
も
女
歴
研
の
研
究
叢
書
の
一
冊
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
、
女
歴
研
の
第

一
二
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
装
い
と
身
体
の

歴
史
」
か
ら
生
ま
れ
た
共
同
研
究
の
成
果

で
あ
り
、
女
歴
研
が
二
五
周
年
を
迎
え
た

二
〇
一
七
年
度
に
上
梓
さ
れ
た
論
集
で
あ

る
。
意
表
を
突
か
れ
る
が
魅
力
的
な
メ
イ
ン

タ
イ
ト
ル
か
ら
、「
え
っ
、
体
は
自
分
の
も

の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
即
自
的
な
反
応

と
と
も
に
、「
じ
ゃ
あ
、
体
は
誰
の
も
の
な

の
だ
ろ
う
」
と
、
普
段
は
あ
ま
り
意
識
し
な

い
問
い
へ
と
投
げ
出
さ
れ
、
読
者
は
答
え
を

求
め
て
書
架
か
ら
本
書
を
手
に
取
る
だ
ろ

い
」
は
服
装
・
化
粧
・
風
情
に
関
わ
る
だ
け

で
な
く
、「
装
い
」
の
動
詞
「
装
う
」
に
は
「
病

人
を
装
う
」
と
い
っ
た
言
い
方
も
あ
る
よ
う

に
、「
身
体
表
現
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
は
な

い
意
味
を
内
包
し
て
お
り
、「
装
い
」
を
も
っ

と
前
面
に
押
し
出
し
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

本
書
は
三
部
構
成
、
全
一
〇
章
か
ら
な
り

た
っ
て
い
る
。
第
一
部
に
は
身
体
表
現
と
身

体
ケ
ア
の
接
点
を
考
察
す
る
四
つ
の
章
が
置

か
れ
、
第
二
部
は
美
術
作
品
や
文
学
作
品
に

見
ら
れ
る
身
体
表
現
を
論
じ
る
三
つ
の
章
か

ら
な
り
、
第
三
部
は
身
体
ケ
ア
を
め
ぐ
る
三

つ
の
章
が
置
か
れ
た
。

　

第
一
部
第
一
章
の
北
山
晴
一
「
消
費
社
会

の
発
展
と
近
代
的
身
体
の
発
見
︱
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
身
体
ケ
ア
と
身
体
表

現
」
が
総
論
を
兼
ね
て
い
る
。
北
山
（
以
下
、

敬
称
略
）
は
、
入
浴
習
慣
・
モ
ー
ド
な
ど
の

歴
史
に
触
れ
つ
つ
、
身
体
ケ
ア
・
身
体
表

現
・
身
体
表
象
・
身
体
衛
生
・
身
体
的
日
常

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
近
代
的
身

体
の
誕
生
と
モ
ー
ド
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
な
ど

の
意
味
を
考
察
し
た
。
第
二
章
（
橋
本
周
子

「︿
太
っ
た
身
体
﹀
の
是
認
︱
一
九
世
紀
前
半

の
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の
時
代
」）

と
第
三
章
（
南
直
人
「
新
し
い
食
と
身
体
表

現
を
求
め
て
︱
第
二
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け

る
生
改
革
の
動
き
」）
は
、
仏
独
両
国
に
お

け
る
「
肥
満
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
比
較

　

京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
（
以

下
、
女
歴
研
）
は
、
橘
女
子
大
学
時
代
の

一
九
九
二
年
に
発
足
し
た
研
究
所
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
と
い
う
年
に
注
目
し
よ
う
。

一
九
九
二
年
は
日
本
の
社
会
史
研
究
が
セ
カ

ン
ド
ス
テ
ー
ジ
（
一
九
九
〇
～
二
〇
〇
四

年
）
に
突
入
し
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
。

九
〇
年
代
初
め
は
、
わ
が
国
の
社
会
史
研
究

の
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ー
ジ
（
一
九
七
五
～

一
九
八
九
年
）
が
終
了
し
、
日
本
人
研
究
者

に
よ
る
社
会
史
研
究
が
本
格
化
す
る
時
期
で

あ
る
。
一
九
九
〇
年
に
近
代
社
会
史
研
究
会

が
『
制
度
と
し
て
の
︿
女
﹀』（
平
凡
社
）
と

い
う
女
性
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
の
論
集
を
刊

行
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
女
性
史
・
女
性
文

化
研
究
の
進
展
の
な
か
で
女
歴
研
が
設
立
さ

れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。と
い
う
の
は
、

 
● 
新
刊
紹
介

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
叢
書

﹃
身
体
は
だ
れ
の
も
の
か
│
比
較
史
で
み
る
装
い
と
ケ
ア
│
﹄

南
直
人
・
北
山
晴
一
・
日
比
野
英
子
・
田
端
泰
子 

編

昭
和
堂
、
二
〇
一
八
年

渡
邊 

和
行
　
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授



LIME 通信

　『クロノス』40 号は 9年ぶりに、創刊当時
と同じ年 2回発行・判型へと再びその姿を変
えお届けすることになりました。おなじみの
連載に新連載も加わり、さらに今年度からは、
新プロジェクトが始動しています。新たな切
り口から見えてくる女性たちは、私たちにど
のような気づきを与えてくれるのでしょう
か。
　さて、近年はいろいろなことに対して、多
様性が認められるようになりつつあります。
その動きの中で、今年７月お茶の水女子大学
は、戸籍上男性であっても自認する性が女性
であるトランスジェンダーの学生を受け入れ
る方針を、明らかにしました。お茶の水女子
大学はジェンダー研究が盛んで、今回の決定

も、「多様性を包摂する女子大学と社会の創
出に向けた取り組みであり、多様な女性が参
画できる社会の実現のため、真摯に学ぶこと
を望む人を受け入れるのは当然の流れであ
る」としています。
　その一方で、公正であるはずの受験におい
て、女子受験生の点数を一律減点していた大
学もありました。ですがこの問題は、性別に
よる差別のみに止まらず、医師の労働環境や
働き方問題、ハラスメントの実態など、多く
の解決すべき課題を浮き彫りにしています。
　当研究所は、今後も多角的な視点から研究
を続けていきます。そして、その活動が多く
の人にとって、女性を取り巻く問題を考える
上での一助になれば幸いです。

―
斎
王
を
中
心
に
―

た
ち

 2018年度 女性歴史文化研究所シンポジウム
日本古代～中世にかけての皇族女性たち。彼女たちが歴史の表舞台に登場することは、
あまりありません。ですが、なかにはその行動で物議をかもす者、個性を放つ者が
いました。そんな彼女たちは何に気づき、何を伝えようとしたのでしょうか。本シンポ
ジウムでは特に斎王に焦点をあて、講演・パネルディスカッションを通じてその行動
の背景にある都と斎宮との情報交流、女性の役割の存在とその意味を考えます。

＜受講料＞  無料（先着 250 名　＊定員になり次第締切）
＜お申込方法＞ 電話 ・ E-mail にて受付

①講座名 ②氏名 【漢字・フリガナ】（複数名の場合は全員分）
③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号をお知らせください。E-mail での
方は件名を「女歴シンポジウム申込」としてください。
＜お申込先＞ 京都橘大学 女性歴史文化研究所（学術振興課） 下記まで
　＊受付時間 9：00 ～ 17：00（土日祝を除く）
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