
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。
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富
山
県
に
あ
る
立
山
は
、
伝
承
に
よ
れ
ば
開
山
が
奈
良
時
代
に

さ
か
の
ぼ
る
信
仰
登
山
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
く
に
あ

る
峻
嶮
な
剱
岳
は
、
立
山
曼
荼
羅
に
地
獄
の
針
の
山
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
登
る
こ
と
の
出
来
な
い
山
・
登
っ
て
は
い
け

な
い
山
と
さ
れ
て
き
た
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
陸
地
測
量
部
に
よ

る
全
国
の
測
量
が
は
じ
ま
り
、
測
量
官
が
何
度
か
剱
岳
の
登
頂
を

試
み
た
が
、
あ
ま
り
の
険
し
さ
の
た
め
幾
度
も
失
敗
を
繰
り
返
し

た
。
よ
う
や
く
一
九
〇
七
年
七
月
一
三
日
に
、
測
量
官
の
柴
崎
芳

太
郎
一
行
が
登
頂
に
成
功
し
た
が
、
前
人
未
踏
と
思
わ
れ
て
い
た

山
頂
に
古
い
銅
錫
杖
頭
と
鉄
剣
（
の
ち
に
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平

安
時
代
初
期
の
も
の
と
鑑
定
さ
れ
た
）
を
発
見
し
た
。
つ
ま
り
、

登
る
者
が
い
な
い
と
さ
れ
た
剱
岳
に
も
、
か
な
り
昔
に
登
頂
を
果

た
し
た
信
仰
登
山
者
が
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
近
代
登
山
が
は
じ

ま
る
前
に
、
す
で
に
日
本
に
は
分
厚
い
信
仰
登
山
の
歴
史
の
蓄

積
が
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
は
、
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
三
月
二
七
日
の
太
政
官
布
告
九
八
号
女
人
結
界
撤

廃
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
多
く
の
山
岳
に
お
い
て
女
性
の
登
頂
が

阻
ま
れ
続
け
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
〇
世
紀
半
ば
に

中
国
五
代
の
僧
義
楚
が
編
纂
し
た
仏
教
類
書
『
釈
氏
六
帖
』
に
金

峯
山
（
現
在
の
吉
野
・
大
峰
山
）
の
「
女
人
禁
制
」
の
こ
と
が
記

あ
ろ
う
か
。
富
士
講
に
関
す
る
私
の
乏
し
い
知
識
か
ら
の
憶
測
に

す
ぎ
な
い
が
、次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

富
士
講
は
山
岳
宗
教
と
し
て
修
験
道
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
継

承
し
て
は
い
る
が
、
身
禄
派
の
そ
れ
は
信
仰
の
核
心
部
分
で
修
験

道
を
否
定
し
て
い
た
。
身
禄
は
、
富
士
山
＝
仙
元
大
菩
薩
は
万
物

の
根
源
と
な
る
祖
神
で
あ
り
、
富
士
山
に
登
拝
す
る
こ
と
は
、
仙

元
大
菩
薩
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。人
間
は
男
女
を
問
わ
ず
、

す
べ
て
己
の
内
に
菩
薩
と
な
り
う
る
性
を
宿
し
て
お
り
、
日
常
生

活
に
お
い
て
勤
勉
力
行
、
諸
事
倹
約
に
勤
め
、
仙
元
大
菩
薩
へ
の

信
仰
を
も
っ
て
家
業
に
励
め
ば
、み
な
仏
＝
菩
薩
と
な
り
う
る（
救

わ
れ
る
）
と
説
い
た
。

　

身
禄
が
加
持
祈
祷
を
排
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
女

人
結
界
の
向
こ
う
の
聖
な
る
空
間
に
お
い
て
厳
し
い
修
行
を
行
う

こ
と
で
初
め
て
悟
り
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得

た
霊
力
・
験
力
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
」
と
い
う
修
験
道
の

宗
教
観
・
救
済
観
は
根
本
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
仙
元
大
菩
薩

へ
の
信
仰
と
日
々
の
道
徳
実
践
に
よ
っ
て
、
万
人
が
、
男
女
を
問

わ
ず
救
済
さ
れ
る
と
信
じ
る
富
士
講
身
禄
派
に
と
り
、
女
性
の
登

拝
を
禁
止
す
る
富
士
登
山
の
現
状
は
信
仰
上
何
と
し
て
も
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
女
人
禁
制
」
の
緩
和
・
撤
廃

を
め
ざ
す
志
向
が
、
富
士
講
の
登
山
者
を
多
く
受
け
入
れ
、
そ
の

世
話
を
生
業
と
し
て
い
た
吉
田
口
の
御
師
達
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
万
延
元
年
の
御
縁
年
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
寺
社
奉
行
に
申
請
し
て
、「
四
月
よ
り
八
月
迄
男
女
に
限

ら
ず
、
信
心
の
輩
参
詣
致
さ
る
べ
き
も
の
也
」
と
の
一
文
を
含
む

「
富
士
山
御
縁
年
令
式
」
を
定
め
、
江
戸
市
中
に
高
札
を
立
て
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
通
常
の
御
縁
年
で
あ
れ
ば
、
女
人
登
拝

は
四
合
五
勺
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
年
に
は
少
な
か
ら
ず

の
数
の
女
性
が
登
頂
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
竹
谷
前
掲
書
）。

神
信
仰
と
結
び
つ
い
て
、
山
岳
周
辺
の
農
山
村
の
住
民
に
も
深
く

浸
透
し
、「
女
人
禁
制
」
の
侵
犯
は
山
の
神
の
怒
り
を
招
き
、
農

作
物
や
山
野
の
獲
物
の
不
作
・
不
猟
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
女
人

登
山
へ
の
激
し
い
反
発
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
長
い
信
仰
登
山
の
歴
史
の
中
で
、「
女
人
禁
制
」
の

禁
忌
を
信
仰
の
内
部
か
ら
打
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
地
に
登
拝
講
が
多
数
組
織
さ
れ
、

霊
山
を
め
ざ
す
信
仰
登
山
が
大
衆
化
し
た
近
世
に
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
富
士
講
身
禄
派
の
行
者
小
谷

三
志
に
よ
る
富
士
登
山
の
試
み
で
あ
る
。
享
保
一
八
年
に
富
士
山

七
合
五
勺
に
あ
る
烏
帽
子
岩
で
断
食
行
を
お
こ
な
い
、
そ
の
ま
ま

入
定
し
た
伊
藤
食
行
身
禄
の
百
回
忌
を
記
念
す
る
た
め
、三
志
は
、

天
保
二
年
に
江
戸
深
川
の
鎌
倉
屋
十
兵
衛
の
娘
で
、
尾
張
藩
江
戸

屋
敷
の
奥
女
中
を
し
て
い
た
高
山
た
つ
（
当
時
二
四
歳
）
を
伴
い
、

富
士
山
に
登
拝
し
た
。
た
つ
は
男
装
し
、
登
山
者
の
少
な
い
九
月

二
六
日（
新
暦
一
〇
月
二
〇
日
）に
無
事
登
頂
し
た
。
文
献
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
最
初
の
女
性
に
よ
る
富
士
山
登
頂
と
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
富
士
講
身
禄
派
は
女
性
信
者
の
富
士
登
拝
に
積
極
的

で
あ
り
、
身
禄
の
三
女
で
、
そ
の
後
継
者
と
な
っ
た
伊
藤
一
行
は

女
性
信
者
の
登
山
を
奨
励
し
、
彼
女
自
身
、
安
永
四
年
に
富
士
山

二
合
目
の
女
人
結
界
ま
で
登
山
し
た
。
一
行
の
孫
弟
子
に
あ
た
る

三
志
は
、
四
合
五
勺
ま
で
は
女
性
の
登
拝
が
許
さ
れ
る
特
別
の
年

で
あ
る
富
士
山
御
縁
年
（
庚
申
年
）
に
あ
た
る
寛
政
一
二
年
に
、

吉
田
口
五
合
五
勺
ま
で
女
性
を
登
山
さ
せ
た
。
さ
ら
に
文
政
六
年

に
は
仁
孝
天
皇
女
御
の
安
産
願
の
た
め
、
八
合
目
ま
で
の
女
人
登

山
を
計
画
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た

（
竹
谷
靭
負
『
富
士
山
と
女
人
禁
制
』
岩
田
書
院
、二
〇
一
一
年
）。

つ
ま
り
、
高
山
た
つ
の
登
頂
は
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
る
三
志
の

宿
願
達
成
で
あ
っ
た
。

　

な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
三
志
は
女
人
登
山
に
執
着
し
た
の
で

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
修
験
道
を
核
に
成
立
し
た
日
本
の
山
岳
宗

教
が
、
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
女
性
の
登
山
を
厳
し
く
制
限
し
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

鈴
木
正
崇
に
よ
れ
ば
、
修
験
道
は
、
信
仰
対
象
で
あ
る
山
岳
を

常
人
の
住
む
日
常
的
世
界
（
＝
里
）
と
は
異
な
る
非
日
常
的
な
聖

な
る
空
間
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
聖
な
る
空
間
の
う
ち
に
お
い
て

擬
死
再
生
を
遂
げ
る
こ
と
で
、
現
実
の
時
間
と
は
逆
転
し
た
時
間

を
体
験
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
然
の
力
を
自
ら
の
う
ち
に
取
り

込
み
、
常
人
に
は
な
い
霊
力
・
験
力
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
。
女

人
結
界
は
「
男
性
と
女
性
が
と
も
に
い
る
こ 

と
で
成
り
立
つ
現

世
で
の
秩
序
を
、
男
性
か
ら
女
性
を
一
時
的
に
切
り
離
す
こ
と

で
非
日
常
を
つ
く
り
出
」
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
境
界
で
あ
る
と

い
う
（
鈴
木
正
崇
『
女
人
禁
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、

一
五
二
頁
）。

　

こ
の
結
界
観
に
仏
教
の
女
性
罪
業
観
と
神
道
や
陰
陽
道
に
由
来

す
る
穢
れ
観
念
と
が
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
不
浄
観
と
が
あ
わ

さ
っ
て
、
平
安
期
に
「
女
人
禁
制
」
の
禁
忌
が
成
立
し
た
と
い
う

の
が
、
現
在
の
通
説
理
解
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
一
旦
禁
忌
が
成
立

す
る
と
、
そ
れ
は
強
固
な
習
俗
と
し
て
固
定
化
し
、
千
年
近
く
に

わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
禁
忌
は
修
験
道
や

仏
教
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
と
も
と
か
ら
あ
っ
た
民
俗
的
な
山
の

女人結界をこえて

巻頭エッセイ

女
人
結
界
を
こ
え
て

永
井 
和
　
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授
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史
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41
●
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 

２

─
近
代
看
護
に
お
け
る
聖
女
─

の
契
機
と
し
て
、
看
護
を
志
す
よ
う
に
な
っ

た
。
一
八
六
二
年
に
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看

護
学
校
に
入
り
一
年
の
訓
練
を
終
え
ロ
ン
ド

ン
・
グ
レ
ー
ト
・
ノ
ー
ザ
ン
病
院
の
看
護
師

と
な
っ
た
。そ
し
て
、一
八
六
四
年
、彼
女
は
、

国
内
最
大
の
救
貧
院
付
属
施
療
院
で
あ
る
リ

バ
プ
ー
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
・
イ
ン
フ
ァ
ー

マ
リ
か
ら
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看
護
学
校
修

了
生
の
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
の
派
遣
要
請

が
あ
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
応
じ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

救
貧
院
付
属
の
施
療
院
と
は
、
救
貧
法
に

基
づ
い
て
開
設
さ
れ
た
貧
民
収
容
施
設
に
併

設
さ
れ
た
病
院
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

が
、
地
方
税
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
の
種

の
施
設
は
、劣
悪
な
環
境
で
知
ら
れ
て
お
り
、

看
護
ス
タ
ッ
フ
も
収
容
さ
れ
て
い
る
貧
民
女

性
を
選
抜
し
て
当
て
て
い
る
と
い
う
状
況
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
改
革
を
求
め
る

動
き
（
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
改
革
運
動
）
が
よ
う

や
く
起
こ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
リ
バ
プ
ー

努
力
が
補
う
社
会
的
給
付
体
系
が
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
私
的
な
保
護
・
救
済
活
動
を
支

え
た
の
が
中
流
階
級
の
女
性
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
性
た
ち
を
救
済
活
動

に
駆
り
立
て
た
要
因
に
つ
い
て
も
、
す
で
に

い
ろ
い
ろ
と
語
っ
て
き
た
。
あ
る
種
の
「
流

行
り
」
や
「
気
晴
ら
し
」
か
ら
手
を
染
め
る

者
も
確
か
に
居
た
が
、そ
の
一
方
で
、「
有
閑
」

で
あ
る
こ
と
に
倦
み
自
己
実
現
を
求
め
て
社

会
貢
献
に
専
心
し
た
者
も
居
れ
ば
、
福
音
主

義
思
想
の
流
れ
を
汲
む
宗
教
的
動
機
に
突
き

動
か
さ
れ
る
者
も
居
た
の
で
あ
る
。

　

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
自
身
も
、
信
仰
に
根

差
す
「
召
命
」、
そ
し
て
社
会
貢
献
の
意
識

か
ら
貧
民
看
護
を
志
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ

う
、
経
済
繁
栄
が
横
溢
す
る
社
会
の
な
か
で

少
し
目
を
凝
ら
せ
ば
、
生
活
苦
と
病
苦
に
あ

え
ぐ
貧
民
の
姿
に
気
づ
か
さ
れ
て
彼
ら
へ
救

済
の
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
大

き
な
意
義
を
以
て
認
識
さ
れ
る
の
が「
看
護
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。前
回
触
れ
た
よ
う
に
、

　

前
回
を
受
け
て
、
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
）
の
初
期
の
修
了
生
の
二
人
を
一
九
世
紀

イ
ギ
リ
ス
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
・
ウ
ー
マ
ン
と

し
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
一
人

は
、
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
の

歴
史
に
名
を
残
す
ア
グ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
で
、
も
う
一
人
は
、
在
宅
貧
民
を
対
象

と
し
た
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
）
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
看
護
の
歴
史

は
、
前
回
触
れ
た
よ
う
に
中
流
階
級
女
性
に

と
っ
て
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
確
立
し
よ

う
と
す
る
動
き
（
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず

看
護
職
の
地
位
の
上
昇
を
意
味
す
る
）
で

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
活

動
は
、
上
記
の
二
人
の
紹
介
文
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
貧
民
対
象
の
救
済
活
動
と
し
て

存
在
し
て
い
た
。一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
は
ジ
・

ル
の
施
療
院
が
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
を
雇

い
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
グ

ネ
ス
は
一
八
六
五
年
に
一
二
名
の
修
了
生
と

七
名
の
見
習
い
看
護
師
を
率
い
て
、
救
貧
院

付
属
施
療
院
初
の
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
の

看
護
師
長
と
し
て
着
任
し
た
。当
然
な
が
ら
、

当
時
の
施
療
院
の
状
況
は
「
無
秩
序
」
を
絵

に
描
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
彼
女
は
、

こ
の
状
況
の
改
善
と
、
加
え
て
収
容
貧
民
女

性
に
看
護
訓
練
を
施
す
仕
事
に
、
文
字
通
り

寝
食
を
忘
れ
て
奮
闘
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
着
任
か
ら
わ
ず
か
三
年
後
、
過
労

状
態
の
な
か
で
発
疹
チ
フ
ス
に
罹
患
し
三
五

歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
ア
グ
ネ
ス
の
働
き
ぶ
り
は
、
深
い
信

仰
心
と
と
も
に
患
者
に
献
身
す
る
「
聖
女
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
リ
バ

プ
ー
ル
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
そ
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
レ
デ
ィ
・
ナ
ー
ス
に

よ
る
貧
民
へ
の
献
身
と
い
う
伝
説
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
も
彼
女
の

死
に
際
し
て
、
哀
悼
の
意
を
示
す
と
と
も

に
そ
の
働
き
に
心
か
ら
の
賛
辞
を
送
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
彼
女
の
死
は
、
ナ

イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
に
と
っ
て
目
指
し
た
近
代

看
護
に
照
ら
し
て
み
た
と
き
、
た
だ
哀
悼
す

る
だ
け
で
は
な
い
、
懸
念
が
現
実
の
も
の
と

な
っ
た
こ
と
へ
の
後
悔
と
腹
立
た
し
さ
が
よ

ぎ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
回
で
触
れ
た
い
。

「
看
護
」
そ
の
も
の
が
医
学
の
発
達
、
病
院

改
革
に
よ
っ
て
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
当
時
の
病
院
は
そ
れ
自
体
が
慈
善
病
院

で
あ
り
、
貧
民
を
対
象
に
無
償
で
加
療
す
る

一
方
で
そ
れ
に
基
づ
き
医
学
研
究
を
進
め
る

場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
富
裕
層
の
家
庭

に
雇
わ
れ
て
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
付
き
添
う
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ナ
ー
ス
も
存
在
し
て
は
い
た

が
、
基
本
的
に
「
看
護
」
と
は
貧
民
を
対
象

と
し
た
活
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
グ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
宗
教

的
動
機
か
ら
貧
民
看
護
を
志
し
た
中
流
階
級

女
性
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
一
八
三
二
年
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
生
ま

れ
た
彼
女
の
家
は
、
イ
ン
ド
総
督
や
軍
将

校
、
国
教
会
聖
職
者
を
輩
出
す
る
、
い
わ
ゆ

る
疑
似
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
層
に
属
し
、
富
裕

で
あ
っ
た
。
彼
女
自
身
は
深
い
信
仰
心
と
原

罪
認
識
を
も
ち
他
者
へ
の
献
身
に
専
心
す
る

娘
時
代
を
過
ご
し
、
そ
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
の
ホ
リ

デ
ー
に
家
族
と
と
も
に
赴
い

た
際
に
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー

ル
が
看
護
訓
練
を
受
け
た
カ

イ
ザ
ー
ベ
ル
ト
施
設
（
カ
ト

リ
ッ
ク
の
修
道
女
の
看
護
活

動
に
対
抗
し
て
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
信
仰
を
持
つ
女
性
を

貧
民
対
象
の
看
護
者
に
養
成

す
る
病
院
施
設
）
出
身
の
女

性
に
出
会
っ
た
こ
と
を
一
つ

エ
ン
パ
イ
ア
（
大
英
帝
国
）
と
呼
ば
れ
、
か

つ
ま
た
「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
未
曾
有
の

経
済
的
繁
栄
を
誇
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
光

が
強
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
陰
影
は
深
く
な
る
も

の
で
、
貧
民
と
呼
ば
れ
る
生
活
苦
に
あ
え
ぐ

人
々
も
多
数
存
在
し
て
い
た
。
世
界
初
の
産

業
革
命
に
邁
進
し
た
だ
け
に
工
業
化
と
都
市

化
に
と
も
な
う
労
働
環
境
や
住
環
境
の
激
変

悪
化
へ
の
対
応
は
な
お
ざ
り
で
、
過
重
労
働

に
よ
る
傷
病
、
伝
染
性
疾
患
の
蔓
延
に
よ
る

健
康
被
害
も
深
刻
で
、
そ
の
結
果
貧
困
の
堆

積
が
進
む
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
う
え
、
当
時
の
自
由
放
任
政
策
の

下
で
は
い
わ
ゆ
る
国
家
福
祉
は
望
む
べ
く
も

な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
は
、
第
一
六
回

以
降
数
回
に
わ
た
っ
て
触
れ
た
「
福
祉
の
複

合
体
」
と
呼
ば
れ
る
、
脆
弱
な
公
的
給
付
を

私
的
な
慈
善
や
篤
志
組
織
の
保
護
・
救
済
の

第　　 　　　回

リバプール大聖堂のレディース・チャペルにある
アグネス・E・ジョーンズを表したステンドグラス
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て
い
た
女
性
の
手
か
ら
離
れ
、
製
作
者
が
男

性
へ
と
変
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
か

ら
男
性
と
女
性
で
製
作
す
る
土
器
と
そ
の
専

業
度
合
が
分
岐
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
古
資
料
か
ら
の
考
察
を

進
め
て
い
く
と
、
土
師
器
は
女
性
、
須
恵
器

は
男
性
と
い
っ
た
単
純
な
図
式
で
、
土
器
生

産
を
担
っ
た
性
別
を
と
ら
え
る
こ
と
の
難
し

さ
を
覚
え
る
。
資
料
に
基
づ
き
、
性
差
に
関

す
る
議
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
土
器
生
産
に
限
ら
ず
、
他
の
労

働
種
目
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
徐
々
に
生
産
が
男
性
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
い
く
須
恵
器
と
、
連
綿
と
女
性

が
製
作
を
続
け
る
と
い
っ
た
性
別
分
業
が
、

日
本
古
代
の
土
器
に
は
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
が
ど
う
い
っ
た
意
味
を
も
つ
の
か
と

い
っ
た
こ
と
は
、機
会
が
あ
れ
ば
論
じ
た
い
。

性
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
と
い
う
民
族
学
の

成
果
を
参
考
と
す
れ
ば
、
韓
式
系
軟
質
土
器

の
製
作
者
は
女
性
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

三
つ
の
仮
説　

そ
れ
で
は
、
須
恵
器
窯
か
ら

出
土
し
た
韓
式
系
軟
質
土
器
の
製
作
者
の
性

別
は
男
女
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
い

そ
ぎ
、
 1
須
恵
器
製
作
者
で
あ
る
男
性
が

つ
く
っ
た
、
 2
須
恵
器
は
男
性
が
つ
く
り
、

韓
式
系
軟
質
土
器
は
女
性
が
製
作
し
て
、
両

者
を
須
恵
器
の
窯
で
焼
成
し
た
、
 3
須
恵

器
、
韓
式
系
軟
質
土
器
と
も
に
女
性
が
製
作

し
た
、
と
少
な
く
と
も
三
つ
の
仮
説
が
立
て

ら
れ
る
。

　

こ
の
仮
説
を
検
証
し
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
の
土
器
に
須
恵
器
、
韓
式
系
軟
質
土
器
の

ど
ち
ら
の
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
観
察
が
手
が
か
り
と
な
る
。
土
器
片

を
手
に
と
っ
て
、
須
恵
器
特
有
の
技
法
や
使

用
さ
れ
た
工
具
を
読
み
取
り
、
韓
式
系
軟
質

土
器
製
作
の
流
儀
と
見
分
け
て
い
く
作
業
を

く
り
か
え
す
。
地
道
な
作
業
で
あ
る
が
、
こ

こ
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
多
い
。
す
る
と
、

「
須
恵
器
の
韓
式
系
軟
質
土
器
」
に
は
須
恵

器
の
製
作
技
法
が
多
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
く
。
須
恵
器
の
製
作
者
が
製

作
し
た
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
外
表
面
に
小

さ
な
木
の
板
を
押
し
あ
て
た
カ
キ
メ
、
内
面

に
押
し
あ
て
ら
れ
た
木
製
当
て
具
の
痕
跡
な

ど
が
の
こ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
な
い
。
こ

う
い
っ
た
痕
跡
は
須
恵
器
生
産
が
軌
道
に
の

を
陶
質
土
器
と
い
う
）
を
専
業
的
に
生
産
し

た
窯
群
と
野
焼
き
の
軟
質
土
器
生
産
の
み
の

遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
集
落
内
の
小
規

模
な
窯
群
で
は
陶
質
土
器
生
産
と
野
焼
き
土

器
生
産
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
（
長
友

二
〇
一
八
）。
そ
し
て
、
陶
質
土
器
生
産
は

男
性
が
、
日
常
の
調
理
用
土
器
は
女
性
が
生

産
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
日
本
列
島
に
お
け
る
須
恵
器
生
産

は
、
小
規
模
な
窯
も
あ
る
が
、
大
阪
府
南
部
、

現
在
の
堺
市
か
ら
和
泉
市
に
か
け
て
広
が
る

陶
邑
窯
跡
群
と
い
う
大
規
模
生
産
地
が
存
在

す
る
。
発
掘
調
査
成
果
に
よ
り
、
多
数
の
窯

と
と
も
に
、
韓
半
島
系
陶
工
が
集
中
し
て
居

住
し
た
集
落
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
岡

戸
一
九
九
四
）。
こ
の
遺
跡
は
、
陶
工
た
ち

の
居
住
の
場
と
も
考
え
ら
れ
、
専
業
的
な
生

産
に
か
か
わ
る
男
性
陶
工
の
み
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
工
房
群
、と
い
っ
た
想
定
よ
り
も
、

家
族
な
い
し
男
女
か
ら
成
る
、
生
活
と
不
離

一
体
の
手
工
業
の
場
と
み
た
ほ
う
が
良
い
。

マ
ー
ド
ッ
ク
が
明
ら
か
と
し
た
、
女
性
優
位

の
労
働
は
居
住
地
の
近
隣
で
営
み
う
る
労
働

が
多
い
傾
向
は
、
い
ま
の
議
論
に
と
っ
て
示

唆
に
富
む(M

urdock 

１
９
４
９)

。

　

し
か
し
、
Ｔ
Ｋ
73
号
窯
や
Ｔ
Ｋ
85
窯
等
、

須
恵
器
生
産
が
軌
道
に
の
り
は
じ
め
た
時
期

と
な
る
と
、「
須
恵
器
の
韓
式
系
軟
質
土
器
」

に
は
須
恵
器
特
有
の
技
法
が
導
入
さ
れ
る
。

こ
の
段
階
で
は
韓
式
系
軟
質
土
器
を
製
作
し

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
初
期
の
須
恵
器
生
産
に
着
目
す

る
と
、
実
の
と
こ
ろ
、
複
雑
な
問
題
が
そ
こ

に
は
あ
る
。

　

最
初
期
の
須
恵
器
窯
は
、
兵
庫
県
神
戸
市

の
出
合
窯
、
大
阪
府
堺
市
の
大
庭
寺
遺
跡

に
あ
る
Ｔ
Ｇ
２
３
２
号
窯
が
代
表
例
で
あ
り
、

出
合
窯
は
四
世
紀
後
葉
か
ら
末
、
Ｔ
Ｇ

２
３
２
号
窯
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭

の
時
期
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
年
代
的
な
位

置
づ
け
に
は
論
争
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深

入
り
せ
ず
に
、
ど
ち
ら
の
窯
に
お
い
て
も
韓

式
系
軟
質
土
器
と
分
類
で
き
る
土
器
が
一
定

数
出
土
し
て
い
る
。

　

こ
の
韓
式
系
軟
質
土
器
と
は
、
貯
蔵
や
供

膳
を
主
と
す
る
須
恵
器
と
違
っ
て
、
酸
化
焔

焼
成
の
調
理
道
具
で
あ
り
、
日
韓
の
地
で
野

焼
き
焼
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
す
べ
て
が
須
恵
器
の
窯
か
ら
出
土
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
調
理
が
女
性
に

よ
っ
て
担
わ
れ
、
自
家
消
費
的
な
土
器
が
女

り
は
じ
め

た
五
世
紀

前
葉
に
増

加
す
る
傾

向
に
あ
る

が
、
四
世

紀
末
〜
五

世
紀
初
頭

は
ほ
と
ん

ど
な
い
。し

た
が
っ
て
、

仮
説
 1
は

根
拠
が
や

や
弱
い
。

同
じ
理
由

で
 3
も
成
り
立
ち
難
い
。
須
恵
器
の
製
作
者

と
韓
式
系
軟
質
土
器
の
製
作
者
は
最
初
期
の

段
階
で
は
異
な
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
推
測
が
成
り
立
つ
。

よ
っ
て
 2
が
穏
当
な
理
解
と
な
る
。
筆
者
は

こ
れ
に
関
す
る
専
論
を
執
筆
し
た
際
に
、
注

で
「
初
期
の
須
恵
器
製
作
の
場
に
お
い
て
は

労
働
の
軽
重
に
応
じ
た
男
女
の
協
業
も
一
考

の
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
（
中
久

保
二
〇
一
〇
）。
大
甕
や
壺
、
器
台
と
い
っ

た
大
型
の
須
恵
器
は
男
性
が
、
日
常
調
理
具

は
女
性
と
い
っ
た
分
担
が
具
体
的
な
想
定
で

あ
る
。

日
韓
の
窯
業
生
産　

朝
鮮
半
島
南
部
で
は
、

陶
質
土
器
（
韓
国
で
は
還
元
焔
焼
成
の
土
器

考
古
遺
物
の
中
の
女
性 

2

中
久
保 

辰
夫
　
本
学
文
学
部
歴
史
遺
産
学
科
准
教
授

日
本
古
代
の
性
別
分
業
と
土
器
生
産
（
２
）

　

性
別
分
業
を
通
時
代
的
に
考
え
る
た
め

に
、
日
本
古
代
の
土
器
研
究
は
ど
う
い
っ
た

貢
献
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。前
号
に
お
い
て
、

一
つ
の
例
と
し
て
土
器
製
作
者
の
性
別
を
め

ぐ
る
研
究
を
挙
げ
た
。
要
約
す
る
と
、
 1

民
族
学
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
自
家
消
費

的
な
土
器
生
産
は
女
性
が
担
っ
た
事
例
が
多

い
こ
と
、
 2
日
本
で
は
酸
化
焔
焼
成
の
軟

質
土
器
で
あ
る
土
師
器
を
通
時
代
的
に
女
性

が
製
作
し
た
こ
と
、 3
日
本
の
事
例
は
、「
専

業
化
」
が
必
ず
し
も
女
性
優
位
労
働
か
ら
男

性
優
位
労
働
へ
の
変
化
を
意
味
し
な
い
可
能

性
を
提
示
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
日
本
古
代
の
も
う
一
つ
の
主

要
な
土
器
で
あ
る
須
恵
器
に
注
目
し
た
い
。

須
恵
器
生
産
者
の
性
別　

須
恵
器
は
、
四
世

紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
朝
鮮
半
島
よ
り
日

本
列
島
へ
渡
来
し
た
窯
業
技
術
体
系
を
も
と

に
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
生
産
さ
れ
た

日
本
の
還
元
焔
焼
成
の
焼
き
物
で
あ
る
。
そ

し
て
、
男
性
が
生
産
に
従
事
し
た
と
考
え
ら

参
考
文
献
：

岡
戸
哲
紀
「
揺
籃
期
の
陶
邑
」『
文
化
財
学
論
集
』

（
文
化
財
学
論
集
刊
行
会
、
一
九
九
四
）

岡
戸
哲
紀
ほ
か
『
陶
邑
・
大
庭
寺
遺
跡
』
Ⅴ
（
大

阪
府
教
育
委
員
会
・
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究

セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
）

中
久
保
辰
夫
「
陶
邑
に
お
け
る
韓
式
系
軟
質
土

器
の
変
容
過
程
」『
韓
式
系
土
器
研
究
』
XI
（
韓

式
系
土
器
研
究
会
、
二
〇
一
〇
）

長
友
朋
子
「
日
本
列
島
に
お
け
る
土
器
窯
の
導

入
」『
待
兼
山
考
古
学
論
集
』
Ⅲ
（
大
阪
大
学
考

古
学
研
究
室
、
二
〇
一
八
）

M
urdock, G

. P., Social structure, N
ew

 
Y

ork: M
acm

illian Com
pany, 1949.

大阪府大庭寺遺跡から出土した「須恵器の長胴甕」の一例
公益財団法人大阪府文化財センター保管／筆者撮影



C
H
R
O
N
O
S

に
く
れ
た
（
巻
三
十
六
・
根
あ
は
せ
）。
彰

子
の
養
育
し
た
後
冷
泉
と
章
子
内
親
王
は
睦

ま
し
く
、
彰
子
が
最
勝
八
講
に
参
内
す
る
と

「
左
右
に
、
帝
、
后
を
下
に
据
ゑ
」
る
素
晴

ら
し
い
構
図
が
で
き
あ
が
る
（
巻
三
十
七
・

け
ぶ
り
の
後
）。し
か
し
、後
冷
泉
も
先
立
ち
、

「
大
女
院
」
と
呼
ば
れ
た
彰
子
だ
が
、
後
に

は
女
院
を
辞
し
て
、「
上
東
門
院
」、「
東
北
院
」

な
ど
と
呼
ば
れ
（
巻
三
十
九
・
布
引
の
滝
）、

承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
八
十
七
歳
で
薨
去

す
る
。
相
談
相
手
を
喪
い
途
方
に
暮
れ
る
弟

教
通
の
姿
に
、
道
長
亡
き
後
の
一
家
を
守
っ

た
彰
子
の
存
在
の
大
き
さ
を
見
る
。
若
く
し

て
逝
っ
た
妹
た
ち
三
人
の
葬
送
記
事
を
丁
寧

に
描
い
た
物
語
で
あ
っ
た
が
、
上
東
門
院
彰

子
の
葬
送
記
事
は
簡
素
で
あ
る
。

　

彰
子
が
二
人
の
皇
子
を
授
か
っ
た
こ
と
が

道
長
家
の
栄
華
の
出
発
で
あ
っ
た
。
皇
子
二

人
、
孫
一
人
が
即
位
し
、
母
を
同
じ
く
す
る

妹
た
ち
は
皆
入
内
し
た
。
し
か
し
、
若
く
し

て
次
々
と
旅
立
っ
た
結
果
、
彰
子
は
一
人
で

後
宮
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
道
長
亡
き
あ
と
の
摂
関
家
、
一
条
亡
き

後
の
後
宮
、
父
と
夫
二
人
の
遺
志
を
守
っ
て

双
方
の
要
と
な
っ
て
最
後
ま
で
一
族
を
ま
と

め
た
の
が
彰
子
の
人
生
で
あ
り
、そ
れ
を「
道

長
の
栄
華
」
と
人
々
は
記
憶
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

か
も
「
大
姫
君
、
小
姫
君
、
い
み
じ
く
か
し

づ
き
た
て
て
、
内
、
東
宮
に
と
思
し
こ
こ
ろ

ざ
し
た
り
」
と
い
う
志
が
あ
り
、
実
際
、
定

子
は
一
条
の
後
宮
に
入
内
し
て
立
后
し
、
続

い
て
妹
の
原
子
も
東
宮
（
後
の
三
条
）
に
入

内
し
た
。
し
か
し
、
道
隆
は
皇
子
誕
生
を
見

な
い
ま
ま
志
半
ば
で
薨
去
、
定
子
の
敦
康
親

王
出
産
も
一
家
凋
落
の
陰
に
沈
ん
で
し
ま

う
。
彰
子
も
一
条
に
入
内
し
て
中
宮
と
な
る

が
御
子
に
は
恵
ま
れ
ず
、
皇
后
定
子
の
崩
御

の
後
八
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
敦
成
（
後
の

後
一
条
）、
敦
良
（
後
の
後
朱
雀
）
二
皇
子

の
誕
生
を
得
た
。
彰
子
の
物
語
は
、
こ
こ
か

ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　

二
皇
子
誕
生
間
も
な
く
一
条
が
崩
御
し
た

時
、
彰
子
は
ま
だ
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
三

条
の
御
代
、
彰
子
は
皇
太
后
と
な
る
が
、
物

語
は
「
大
宮
」
と
い
う
特
別
な
称
で
呼
び

始
め
る
。
三
条
退
位
の
後
、
敦
成
が
即
位

し
、
敦
良
が
東
宮
と
な
る
と
、
帝
と
東
宮
の

母
と
し
て
重
く
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や

　

万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）、
彰
子
は

三
十
九
歳
で
出
家
し
た
。
尼
削
ぎ
姿
と
な
っ

た
彰
子
は
史
上
二
人
目
の
「
女
院
」
に
叙
せ

ら
れ
、
一
家
の
中
心
と
な
っ
て
皇
嗣
を
繋
ぐ

婚
姻
を
次
々
に
実
行
し
て
ゆ
く
。
姸
子
が

三
十
四
歳
で
崩
御
し
た
の
に
続
い
て
道
長
も

薨
去
、
後
一
条
が
二
十
九
歳
で
薨
去
、
裳
瘡

の
た
め
威
子
も
三
十
八
歳
で
崩
御
す
る
と
、

彰
子
は「
わ
が
命
長
き
こ
そ
恥
づ
か
し
け
れ
」

と
嘆
き
な
が
ら
（
巻
三
十
三
・
き
る
は
わ
び

し
と
な
げ
く
女
房
）、
残
さ
れ
た
二
人
の
皇

女
の
世
話
を
す
る
。
彰
子
は
道
長
の
意
志
を

継
ぐ
か
の
よ
う
に
一
家
と
後
宮
の
関
係
を
強

め
て
ゆ
く
。
東
宮
敦
成
が
即
位
す
る
と
妹
姸

子
所
生
の
禎
子
内
親
王
が
皇
后
と
な
り
、
末

妹
嬉
子
の
遺
し
た
親
仁
が
東
宮
に
な
る
と
妹

威
子
所
生
の
一
品
宮
章
子
内
親
王
を
入
内
さ

せ
、
自
身
の
子
や
孫
と
妹
た
ち
の
産
ん
だ
皇

女
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
彰
子
の
立
場
は
さ
ら

に
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
。
長
暦
三
年

（
一
〇
三
九
）、
剃
髪
し
て
俗
世
に
距
離
を
置

こ
う
と
す
る
が
、
一
族
の
悲
劇
は
そ
れ
を
許

さ
な
か
っ
た
。

　

寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
正
月
、
後
朱
雀

は
東
宮
に
「
上
東
門
院
に
よ
く
仕
う
ま
つ
り

た
ま
へ
」
と
遺
言
し
て
、
三
十
七
歳
で
崩
御

す
る
。
彰
子
は
皇
子
二
人
を
先
立
た
せ
、「
命

長
く
て
か
か
る
御
事
を
見
る
こ
と
」
と
悲
嘆

　

さ
て
、
歴
史
物
語
『
栄
花
物
語
』
で
あ
る

が
、
後
宮
の
記
事
を
中
心
に
し
た
道
長
賛
美

の
物
語
で
、
摂
関
家
の
男
性
た
ち
を
中
心
に

描
い
て
道
長
を
称
賛
し
つ
つ
も
批
判
的
で
あ

る
『
大
鏡
』
と
対
置
さ
れ
る
。
た
だ
し
時
系

列
の
混
乱
や
情
報
の
偏
り
な
ど
か
ら
、
虚
構

性
を
内
包
し
た
「
物
語
」
と
し
て
読
み
直
す

動
き
も
あ
る
。
天
皇
家
と
の
血
脈
、
主
催
し

た
行
事
の
絢
爛
さ
な
ど
を
余
す
と
こ
ろ
な
く

描
い
た
道
長
の
栄
華
と
い
う
が
、
自
身
は
巻

第
三
十
で
退
場
し
、
残
る
物
語
世
界
の
ほ
ぼ

終
盤
ま
で
一
家
の
要
と
し
て
存
在
感
を
保
つ

の
は
彰
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彰

子
が
重
き
を
置
か
れ
た
の
は
、
単
に
長
命
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
彰
子
の

生
涯
を
物
語
に
よ
っ
て
辿
っ
て
ゆ
く
。

　

彰
子
は
、「
め
で
た
き
女
君
生
れ
た
ま
ひ

ぬ
」
と
紹
介
さ
れ
（
巻
三
・
さ
ま
ざ
ま
の
よ

ろ
こ
び
）、
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。
誕
生

の
時
父
道
長
は
左
京
大
夫
に
す
ぎ
ず
、
従
姉

妹
で
あ
る
定
子
の
父
道
隆
は
大
納
言
で
、
し

が
て
十
一
歳
で
元
服
し
た
帝
の
も
と
に
二
十

歳
に
な
る
妹
の
威
子
が
入
内
し
て
中
宮
と
な

る
と
、「
同
じ
大
臣
の
御
女
、
后
に
て
二
所

な
が
ら
並
ば
せ
た
ま
へ
る
」
こ
と
さ
え
珍
し

い
中
、
道
長
家
で
は
存
命
の
姉
妹
が
三
后
と

な
っ
た
（
巻
十
四
・
あ
さ
み
ど
り
）
奇
跡
は
、

冒
頭
の
記
事
の
と
お
り
で
あ
る
。
道
長
出
家

の
述
懐
に
、「
内
、
東
宮
」
に
続
け
て
、「
三

所
の
后
、
院
の
女
御
お
は
す
」
と
女
性
た
ち

の
名
誉
を
挙
げ
、
以
下
に
「
左
大
臣
」
等
男

子
が
列
挙
さ
れ
る
よ
う
に
（
巻
十
五
・
う
た

が
ひ
）
三
后
は
道
長
の
栄
華
の
象
徴
で
あ
っ

た
。
や
が
て
末
妹
の
嬉
子
も
、
甥
で
あ
る
東

宮
に
入
内
す
る
。
長
姉
彰
子
所
生
の
皇
子
二

人
に
妹
二
人
が
入
内
し
た
結
果
、
彰
子
は
天

皇
家
に
於
い
て
も
、
道
長
家
の
姉
妹
に
於
い

て
も
頂
点
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
三
后

に
加
え
て
「
今
一
所
は
東
宮
の
女
御
に
て
、

（
中
略
）
后
が
ね
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
嬉

子
が
、
さ
ら
に
姸
子
所
生
の
禎
子
内
親
王

も
「
后
に
等
し
き
身
」
と
数
え
ら
れ
る
（
巻

十
七
・
お
む
が
く
）。
そ
の
禎
子
内
親
王
の

裳
着
の
腰
結
役
を
務
め
た
の
も
彰
子
で
、
さ

ら
に
嬉
子
の
皇
子
出
産
の
産
う
ぶ
や
し
な
い養

も
担
当
す
る

予
定
で
あ
っ
た
が
、
嬉
子
は
出
産
後
十
九
歳

で
急
逝
し
た
。
大
宮
彰
子
は
新
生
の
皇
子
親

仁
（
後
の
後
冷
泉
）
を
自
ら
養
育
す
る
こ
と

に
な
る
。

　

昨
年
（
二
〇
一
八
）
十
一
月
二
十
二
日
の

京
都
新
聞
の
第
一
面
は
、「
道
長
の
「
望
月
」

輝
き
千
年
」
の
見
出
し
で
、
同
日
の
夜
は
藤

原
道
長
が
娘
三
人
を
后
に
し
た
喜
び
を
歌
っ

て
千
年
目
に
当
た
る
と
報
じ
た
。
曇
り
に
な

る
と
の
予
報
で
あ
っ
た
が
、
当
夜
は
煌
々
と

し
た
満
月
が
出
た
。

　

道
長
の
三
人
の
娘
と
は
、
一
条
天
皇
の
中

宮
と
な
っ
た
長
女
彰
子
、
三
条
天
皇
の
中
宮

と
な
っ
た
二
女
姸
子
、
そ
し
て
後
一
条
天
皇

中
宮
の
三
女
威
子
で
あ
る
。
威
子
が
中
宮
に

な
っ
た
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
十
月
十
六

日
、
彰
子
は
す
で
に
太
皇
太
后
宮
で
あ
り
、

姸
子
が
同
日
皇
太
后
宮
と
な
り
、
姉
妹
三
人

で
后
の
位
を
独
占
し
た
こ
と
で
道
長
が
歓
び

の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
『
小
右
記
』（
藤
原
実

資
の
日
記
）
は
伝
え
る
。『
栄
花
物
語
』
は

こ
の
歌
を
収
め
て
は
い
な
い
が
、
道
長
の
後

宮
政
策
の
基
盤
を
作
っ
た
の
が
、
一
条
天
皇

の
中
宮
と
な
り
、
後
一
条
天
皇
・
後
朱
雀
天

皇
の
母
と
な
っ
た
長
女
の
彰
子
で
あ
る
。

物
語
の

女
性

『
栄
花
物
語
』
─
一
条
天
皇
の
中
宮
、藤
原
彰
子
─

野
村 

倫
子
　
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授

2
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楽
界
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
で
あ
っ
た
音
楽
学

校
を
辞
し
た
の
は
、
後
進
に
道
を
譲
る
だ
け

で
な
く
、
自
ら
の
役
割
の
限
界
を
感
じ
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

音
楽
取
調
掛
は
一
八
八
七（
明
治
二
〇
）年

に
東
京
音
楽
学
校
と
な
っ
て
芸
術
家
育
成
へ

と
舵
を
切
り
、
以
後
の
外
国
人
教
師
も
本
場

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
雇
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、ア
メ
リ
カ
で

繁
子
が
受
け
た
教
育
は
、あ
く
ま
で「
良
妻
賢

母
」
を
育
て
る
と
い
う
価
値
観
に
も
と
づ
く

家
庭
内
で
楽
し
む
音
楽
で
あ
っ
た
。加
え
て

海
軍
士
官
の
妻
に
は
、
多
く
の
役
割
も
期
待

さ
れ
た
だ
ろ
う
。音
楽
家
と
し
て
自
立
し
た

日
本
人
女
性
の
出
現
ま
で
は
、
し
ば
ら
く
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。

り
設
立
さ
れ
た
名
門
女
子
大
で
、
同
時
に
捨

松
が
入
学
し
た
本
科
は
四
年
間
の
年
限
で
あ

る
が
、
三
年
間
の
音
楽
科
で
は
学
位
を
取
得

で
き
な
か
っ
た
。

　

繁
子
は
、週
二
回
の
レ
ッ
ス
ン
の
他
、音
楽

理
論
や
和
声
学
の
授
業
を
受
け
、
演
奏
会
に

も
通
い
、学
内
演
奏
会
や
卒
業
演
奏
会
で
は
、

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト《
即
興
曲
》作
品
90
─
４
や
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
《
プ
レ
ス
ト
・
ア
ジ
タ
ー

ト
》、シ
ョ
パ
ン《
華
麗
な
る
ワ
ル
ツ
》作
品
34

─
１
を
演
奏
し
た
。こ
れ
ら
は
サ
ロ
ン
的
な
、

耳
に
馴
染
み
の
良
い
曲
で
あ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
同
じ
く
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
中
流
家

庭
で
は
ピ
ア
ノ
が
置
か
れ
、
娘
に
弾
か
せ
る

こ
と
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
に
な
っ
て
い

た
。そ
こ
で
演
奏
さ
れ
る
分
り
や
す
く
、心
地

よ
い
曲
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
求
め
ら
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

大
学
を
卒
業
し
た
繁
子
は
、一
八
八
一（
明

治
一
四
）年
に
帰
国
し
た
。ア
メ
リ
カ
で
の
経

験
を
女
子
教
育
に
生
か
し
た
い
と
考
え
て

い
た
留
学
生
た
ち
だ
が
、
翌
年
に
帰
国
し
た

捨
松
と
梅
子
に
は
望
む
よ
う
な
職
が
な
く
、

捨
松
は
陸
軍
卿
大
山
巌
と
結
婚
し
、
苦
労
し

て
教
職
に
つ
い
た
梅
子
は
、
一
九
〇
〇
年
に

自
ら
女
子
英
学
塾（
後
の
津
田
塾
大
学
）を
設

立
す
る
。他
方
、
音
楽
を
専
攻
し
た
繁
子
は
、

一
八
八
二
年
三
月
に
音
楽
取
調
掛
に
職
を

得
、
私
生
活
で
も
瓜
生
外
吉
（
後
の
海
軍
大

た
。さ
ら
に
、一
八
八
六
年
よ
り
東
京
高
等
女

学
校
で
教
え
、英
語
も
担
当
す
る
。

　

演
奏
面
で
も
、
読
売
新
聞
社
の
一
八
九
二

（
明
治
二
五
）年
の
婦
人
和
洋
音
楽
家
人
気
投

票
で
洋
楽
部
門
第
二
位
と
な
っ
た
繁
子
は
、

盛
ん
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
、

華
や
か
な
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
鹿

鳴
館
で
演
奏
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
図
１
）。

一
八
八
九
年
に
華
族
会
館
で
行
わ
れ
た
東
京

音
楽
学
校
の
「
音
楽
同
好
会
」
で
は
ウ
ェ
ー

バ
ー
《
舞
踏
へ
の
勧
誘
》を
弾
き
、同
年
の
東

京
音
楽
学
校
卒
業
式
で
も
こ
の
曲
を
演
奏
し

た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　

一
八
九
三（
明
治
二
六
）年
に
、
六
人
目
の

子
ど
も
を
妊
娠
し
て
い
た
繁
子
は
東
京
音
楽

学
校
を
辞
職
す
る
。一
〇
年
間
の
留
学
に
対

す
る
恩
返
し
と
い
う
使
命
感
を
持
っ
て
い
て

も
、家
庭
と
の
両
立
は
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
女
子
高
等
師
範
学
校
（
後
の

お
茶
の
水
女
子
大
学
）に
は
一
九
〇
二
年
ま
で

勤
め
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
個
人
的
な
理
由

だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。実
は
、
上

述
の
人
気
投
票
の
第
一
位
は
、ウ
ィ
ー
ン
留
学

中
の
幸
田
延
で
あ
っ
た
。す
で
に
一
八
八
五
年

の
音
楽
取
調
掛
卒
業
演
奏
会
で
《
舞
踏
へ
の

勧
誘
》を
弾
い
た
幸
田
は
、
少
な
く
と
も
技
術

的
に
は
繁
子
が
学
ん
だ
サ
ロ
ン
音
楽
的
な
レ

パ
ー
ト
リ
ー
を
弾
け
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
て

い
た
。家
庭
の
事
情
も
あ
ろ
う
が
、日
本
の
音

は
、
渡
米
経
験
を
持
つ
北
海
道
開
拓
使
次
官

黒
田
清
隆
で
あ
っ
た
。黒
田
は
、教
養
の
あ
る

ア
メ
リ
カ
女
性
に
感
銘
を
受
け
、
人
材
育
成

の
上
で
子
ど
も
を
教
育
す
る
母
親
の
役
割
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
、
女
子
教
育
に
資
す
る

た
め
に
幼
年
女
子
の
留
学
を
建
議
し
た
。後

に
三
井
物
産
の
初
代
社
長
と
な
る
兄
益
田
孝

（
一
八
四
八
─
一
九
三
八
）は
、
英
語
が
堪
能

で
、
ア
メ
リ
カ
公
使
館
の
通
訳
を
務
め
た
こ

と
も
あ
っ
た
。幕
府
の
役
人
の
父
と
と
も
に

一
八
六
四（
元
治
元
）年
の
遣
欧
使
節
に
随
行

し
た
経
験
を
持
つ
孝
は
、
養
女
に
出
さ
れ
て

い
た
繁
子
に
留
学
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

　

繁
子
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
、

コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
の
ア
ボ
ッ
ト
家
が
経

営
す
る
学
校
で
ピ
ア
ノ
や
声
楽
の
授
業
を

受
け
た
。信
仰
深
い
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
同
家

に
寄
宿
し
た
繁
子
は
、
留
学
生
の
瓜
生
外
吉

（
一
八
五
七
─
一
九
三
七
）
と
出
会
う
。教
会

で
歌
わ
れ
る
賛
美
歌
も
音
楽
へ
の
志
向
を
高

め
た
だ
ろ
う
。

　

一
八
七
八
年
に
、
繁
子
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
の
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学
音
楽
科
の
ピ
ア
ノ
・

ク
ラ
ス
に
入
学
す
る
。女
子
教
育
が
進
ん
で

い
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
も
、
女
子
の
高
等

教
育
へ
の
反
対
意
見
は
根
強
く
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
な
ど
は
女
性
に

門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
た
。ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学

は
、
実
業
家
マ
シ
ュ
ー
・
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
に
よ

将
）と
同
年
一
二
月
に
結
婚
し
た
。

　

繁
子
の
活
動
を
ま
ず
は
教
育
面
よ
り
見

て
み
よ
う
。日
本
で
は
、
一
八
八
〇
（
明
治

一
三
）
年
に
来
日
し
た
米
国
人
音
楽
教
育
家

メ
ー
ソ
ン（
一
八
一
八
─
九
六
）と
伊
澤
修
二

（
一
八
五
一
─
一
九
一
七
）を
中
心
に
音
楽
取

調
掛
で
音
楽
の
伝
習
が
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
、教
師
が
不
足
し
て
い
た
。タ
イ
ミ
ン
グ
よ

く
帰
国
し
た
繁
子
は
ピ
ア
ノ
教
師
に
な
る

が
、
一
八
八
二
年
七
月
に
一
時
帰
国
を
願
い

出
た
メ
ー
ソ
ン
は
そ
の
ま
ま
解
雇
さ
れ
て
し

ま
う
。伊
澤
は
、
一
八
八
四
年
の『
音
樂
取
調

掛
成
績
申
報
書
』で「
従
来
本
邦
人
中
能
ク
此

教
授
ニ
任
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ク
當
初
ハ
メ
ー
ソ

ン
氏
之
ヲ
傳
習
シ
タ
リ
シ
ガ
幸
ニ
瓜
生
繁
女

ノ
米
國
ニ
於
テ
該
科
ヲ
卒

業
シ
帰
國
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ

方
今
ニ
在
リ
テ
ハ
專
ラ
同

人
之
ヲ
教
授
シ
其
進
歩
モ

大
ニ
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
ル

ヲ
致
セ
リ
」
と
書
い
て
い

る
。伊
澤
の
言
葉
に
も
あ

る
よ
う
に
、
繁
子
は
大
学

で
教
え
を
受
け
た
ウ
ィ

リ
ー
が
英
訳
し
た
ウ
ル

バ
ッ
ハ
の
教
則
本
を
用

い
、
幸
田
延
ら
そ
の
後
の

東
京
音
楽
学
校
で
教
鞭
を

と
る
優
秀
な
人
材
を
育
て

　

一
般
に
日
本
初
の
音
楽
留
学
生
と
さ
れ
る

の
は
幸
田
延（
一
八
七
〇
─
一
九
四
六
）で
あ

る
が
、実
は
、明
治
初
め
に
海
外
で
音
楽
を
学

ん
だ
女
性
が
い
た
。一
八
七
一
（
明
治
四
）
年

に
岩
倉
使
節
団
に
伴
わ
れ
た
五
人
の
少
女

（
年
長
の
二
人
は
一
年
足
ら
ず
で
帰
国
）の
一

人
、
永
井
繁
子（
一
八
六
二
─
一
九
二
八
）で

あ
る
。女
子
教
育
の
先
駆
者
で
あ
る
津
田
梅

子（
一
八
六
四
─
一
九
二
九
）や
、「
鹿
鳴
館
の

花
」と
称
え
ら
れ
た
山
川
捨
松（
一
八
六
〇
─

一
九
一
九
）に
比
べ
、繁
子
は
語
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
い
。

　

繁
子
は
渡
米
前
に
音
楽
教
育
を
受
け
て
お

ら
ず
、
明
確
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。女
子
留
学
生
を
発
案
し
た
の

主
要
参
考
文
献
：

生
田
澄
江
『
瓜
生
繁
子
―
も
う
一
人
の
女
子
留

学
生
―
』（
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
）

亀
田
帛
子
「
瓜
生
繁
子
断
章
―
東
京
音
楽
学
校

時
代
を
中
心
に
―
」（『
津
田
塾
大
学
紀
要
』
第

24
号
、
一
九
九
二
年
、
１
─
16
頁
）

長
井
実
編
『
自
叙　

益
田
孝
翁
伝
』（
中
公
文
庫
、

一
九
八
九
年
）

東
京
芸
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
東
京

芸
術
大
学
百
年
史　

東
京
音
楽
学
校
篇
』（
第
１

巻
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
七
年
）

東
京
芸
術
大
学
百
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
東
京

芸
術
大
学
百
年
史　

演
奏
会
篇
』（
第
１
巻
、
音

楽
之
友
社
、
一
九
九
〇
年
）

「
婦
人
音
楽
家
の
人
気
投
票
」（『
音
楽
雑
誌
』
第

19
号
、
一
八
九
二
年
、
18
頁
）

近
代
日
本
音
楽
史
を

彩
る
女
性
た
ち

佐野 仁美
本学発達教育学部
児童教育学科准教授

2
アメリカに渡った 
最初の女子留学生

図１ 楊洲周延「欧洲管弦楽合奏之図」1889（明治22）年
（GAS MUSEUM がす資料館蔵）

ピアノを弾いている女性が繁子と言われている。
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筆
者
の
研
究
は
、
心
と
外
見
（
装
い
）
の
関
係
に
着
目
し
た

も
の
で
、
具
体
的
に
は
女
性
に
と
っ
て
化
粧
と
い
う
行
為
・
習

慣
が
ど
の
よ
う
な
心
理
的
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
探
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
の
研
究
開
始
当
初
は
、
大
学
病
院
の

精
神
科
に
入
院
中
の
女
性
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
21

世
紀
を
目
前
に
「
高
齢
化
社
会
」
と
声
高
に
叫
ば
れ
る
時
代
が

到
来
し
、
筆
者
の
研
究
も
老
人
福
祉
施
設
利
用
の
高
齢
女
性
を

対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
も
高
齢
女
性
対
象
の
化
粧
施
術
の
試
み
は
、
実
践

的
研
究
の
み
な
ら
ず
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
も
行
わ
れ
て

い
て
、
特
に
認
知
症
対
策
と
し
て
「
化
粧
療
法
」
と
い
う
俗

称
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
な
ん
と
も
居
心
地
の
悪
い
思
い
を
し
た
記
憶
が
あ
る
。
当

然
、
化
粧
で
認
知
症
の
中
核
症
状
が
治
癒
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
間
接
的
に
周
辺
症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
改
善
点
を
ま
と
め
る
と

（1）
自
己
へ
の
関
心
の
増
大
（
自
己
の

鏡
像
へ
関
心
の
増
大
、
整
容
行
動
の
増
加
な
ど
）、

（2）
社
会
的

積
極
性
の
増
大
（
他
者
へ
の
働
き
か
け
の
増
加
）、

（3）
問
題
行

動
・
症
状
の
軽
減
（
多
動
・
多
弁
、
易
怒
的
気
分
、
抑
う
つ
気

分
な
ど
の
低
下
）
と
い
っ
た
三
点
が
考
え
ら
れ
る
（
伊
波
・
浜
、

一
九
九
三
な
ど
）。
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
医
師
の
診
察
の
間
も

じ
っ
と
着
席
で
き
な
か
っ
た
人
が
、
化
粧
を
し
て
か
ら
は
一
定

し
み
」
と
「
儀
礼
・
マ
ナ
ー
」
の
二
つ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

中
学
生
時
代
に
化
粧
を
し
始
め
た
こ
ろ
は
、「
遊
び
」「
楽
し
み
」

で
あ
っ
た
化
粧
も
、
長
じ
て
母
親
と
な
り
、
育
児
・
家
事
・
職

業
と
多
重
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
女
性
に
と
っ
て
は
、「
儀

礼
・
マ
ナ
ー
」
と
い
う
側
面
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
化
粧
が
具
有
し
て
い
る
二
つ
の
心
理
的

機
能
は
、
一
方
は
個
人
の
内
か
ら
の
要
請
（
楽
し
み
）
で
あ

り
、
も
う
一
方
は
社
会
か
ら
の
要
請
（
儀
礼
・
マ
ナ
ー
）
で
あ

る
が
、
女
性
が
ど
の
よ
う
な
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
に
い
る
の
か
に

よ
っ
て
、
そ
の
比
重
が
変
化
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
今
一
度
、
筆
者
の
高
齢
女
性
を
対
象
と
し
た
化
粧
研

究
（
二
〇
〇
一
）
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

録
か
ら
は
化
粧
を
「
女
の
た
し
な
み
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
も

く
み
取
れ
る
一
方
で
、
化
粧
に
ま
つ
わ
る
生
き
生
き
と
し
た
情

感
あ
ふ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
、
最
後
は
「
な
か
な
か
い

い
人
生
で
し
た
よ
。」と
振
り
返
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
。
か
な
り
大
げ
さ
な
言
い
方
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
人
生
の

統
合
と
い
う
課
題
に
向
き
合
っ
て
お
ら
れ
る
瞬
間
に
少
し
お
付

き
合
い
し
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。

の
こ
ろ
化
粧
開
始
時
期
の
低
年
齢
化
が
み
ら
れ
、
街
に
化
粧
を

施
し
た
中
学
生
が
現
れ
、
子
ど
も
用
の
お
も
ち
ゃ
に
ま
で
化
粧

品
や
化
粧
道
具
が
登
場
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
思
春

期
の
年
代
の
化
粧
の
心
理
的
意
味
と
し
て
、「
遊
び
の
化
粧
」「
創

造
の
楽
し
み
」と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、

筆
者
自
身
が
彼
女
た
ち
が
高
齢
者
に
な
っ
た
時
に
、
か
の
研
究

者
仲
間
の
予
言
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
果
た
し
て

中
学
生
で
化
粧
を
始
め
た
世
代
は
、
化
粧
や
被
服
行
動
を
「
楽

し
み
」
と
し
て
持
ち
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

お
り
し
も
今
年
度
、
本
学
大
学
院
健
康
科
学
研
究
科
の
院
生

福
井
智
琴
氏
が
乳
幼
児
の
母
親
の
養
育
態
度
と
生
活
ス
タ
イ
ル

を
め
ぐ
る
探
索
的
研
究
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
対
象
の
大
半
が

30
歳
か
ら
40
歳
の
保
育
所
に
子
ど
も
を
預
け
て
い
る
母
親
た
ち

で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
十
代
で
あ
っ
た
女
性

た
ち
で
あ
る
。
質
問
紙
調
査
に
あ
る
「
服
装
や
髪
型
を
き
れ
い

に
す
る
」
と
い
う
装
い
に
関
す
る
項
目
が
、
彼
女
た
ち
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
回
答
に
つ
い
て
因
子
分
析
が
行
わ
れ
た
結
果
、
装
い
の
項

目
は
「
子
ど
も
に
善
悪
の
区
別
を
し
つ
け
る
」
と
い
う
養
育
行

動
項
目
と
同
じ
次
元
に
配
置
さ
れ
、そ
の
次
元
は
「
几
帳
面
さ
」

に
か
か
わ
る
因
子
と
解
釈
さ
れ
た
。
職
業
を
持
ち
な
が
ら
乳
幼

児
を
養
育
し
て
い
る
若
い
お
母
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
、
装
う
こ

と
は
「
遊
び
」
や
「
楽
し
み
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
努
力
目

標
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
ち

な
み
に
50
歳
か
ら
70
歳
代
の
母
親
に
も
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ

ろ
、
装
い
に
つ
い
て
の
質
問
項
目
は
「
ゆ
と
り
」
を
表
す
因
子

に
含
ま
れ
、
こ
の
年
代
の
母
親
に
と
っ
て
、
装
い
は
忙
し
い
中

で
も
ゆ
と
り
を
持
つ
こ
と
に
関
わ
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

　

菅
原
（
二
〇
〇
一
）
は
化
粧
の
持
つ
心
理
的
機
能
と
し
て
、「
楽

時
間
座
っ
て
診
察
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
か
ら
抜
け
出
さ
ず
に
最
後
ま
で
参
加
で
き
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
抑
う
つ
状
態
で
動
け
な
か
っ
た
人

が
か
つ
て
の
習
慣
で
あ
っ
た
散
歩
を
再
開
し
た
と
い
う
よ
う
な

も
の
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
報
告
か
ら
、
高
齢
女
性
に
と
っ

て
化
粧
は
社
会
的
適
応
力
を
高
め
る
効
力
を
持
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
。
い
わ
ば
自
我
機
能
の
回
復
と
も
い
え
る
現
象
が
み

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
効
果
が
み
ら
れ
る
の
か

を
考
察
し
た
時
に
、当
時
の
80
歳
〜
100
歳
の
対
象
者
に
と
っ
て
、

化
粧
は
大
人
に
な
る
と
き
に
身
に
着
け
た
習
慣
で
あ
り
、「
女

の
た
し
な
み
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
に
、
大
人
の
女
性

と
し
て
相
応
し
い
行
動
を
惹
起
し
た
も
の
と
考
え
た
。

　

こ
の
よ
う
な
話
題
が
出
た
時
に
、
研
究
者
仲
間
か
ら
「
今
の

中
学
生
が
高
齢
者
に
な
っ
た
時
に
、
同
じ
効
果
が
あ
る
と
は
思

え
ま
せ
ん
ね
。」
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ

化
粧
研
究
雑
感 

│
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
装
い
│

日
比
野 
英
子
　
本
学
健
康
科
学
部
心
理
学
科
教
授

︿
文
献
﹀

伊
波
和
恵
・
浜
治
世
「
老
年
期
痴
呆
症
者
に
お
け
る
情
動
活
性
化
の

試
み
」（『
健
康
心
理
学
研
究
』
日
本
健
康
心
理
学
会
機
関
誌
編
集
委

員
会
、
一
九
九
三
年 

）

菅
原
健
介
「
化
粧
に
よ
る
自
己
実
現
─
動
機
、効
用
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
─
」（『
化
粧
行
動
の
社
会
心
理
学 

化
粧
す
る
人
間
の
こ
こ
ろ

と
行
動
』
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
一
年 

）

日
比
野
英
子
「
痴
呆
性
高
齢
者
へ
の
化
粧
に
よ
る
ケ
ア
の
検
討
」

（『
月
間
福
祉
』
三
月
号 

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
二
〇
〇
一
年 

）

福
井
智
琴
『
乳
幼
児
期
の
子
を
も
つ
母
親
の
母
親
像
と
養
育
態
度
』

（
京
都
橘
大
学
大
学
院
健
康
科
学
研
究
科 

二
〇
一
八
年
度
修
士
論
文
）



C
H
R
O
N
O
S

い
読
者
を
念
頭
に
、
研
究
を
踏
ま
え
て
わ
か

り
や
す
く
叙
述
す
る
ス
タ
イ
ル
を
と
る
。
そ

れ
も
あ
っ
て
か
、「
感
じ
る
」「
思
う
」
と
い

う
表
現
を
伴
っ
て
、
著
者
が
幾
分
お
お
ら
か

に
論
を
進
め
て
い
る
気
配
も
あ
る
。
長
年
の

研
究
を
踏
ま
え
て
到
達
し
た
、
著
者
の
「
日

野
富
子
論
」
を
中
心
に
、
そ
れ
を
跡
付
け
る

「
康
子
論
」「
重
子
論
」
と
い
う
位
置
づ
け
に

な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
か
。
著
者
独
自
の
評
価
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
だ
け
に
、
応
仁
の
乱
期
を
扱
っ
た
別
の
執

筆
者
の
著
書
と
読
み
比
べ
を
し
、
著
者
に
よ

る
評
価
の
違
い
を
見
る
の
も
、
歴
史
好
き
に

と
っ
て
は
興
味
深
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
ひ
と
つ
。
本
書
は
、
三
人
の
正
室

女
性
を
論
じ
な
が
ら
も
、
各
所
で
公
家
山
科

家
や
、
そ
の
所
領
と
関
わ
る
山
科
郷
の
住
民

な
ど
、
在
地
の
動
向
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
叙

述
を
進
め
て
い
く
。
武
家
・
公
家
と
い
う
社

会
の
支
配
階
層
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
応
仁

の
乱
と
在
地
の
住
民
の
動
向
の
関
り
を
具
体

的
に
論
じ
た
い
と
い
う
著
者
の
意
図
に
沿
っ

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
反
面
、
乱
の
推
移
と

ど
う
連
動
す
る
か
が
直
ち
に
は
わ
か
り
に
く

く
、
困
惑
す
る
読
者
も
あ
ろ
う
。
詳
細
な
年

表
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

近
年
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
も
の

に
、
富
子
と
い
う
人
物
像
の
具
体
化
へ
の
試

み
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
足
利
義
政
と
日
野
富

子
─
夫
婦
で
担
っ
た
室
町
将
軍
家
』（
山
川

出
版
社　

日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト　

二
〇
一
一

年
）
に
代
表
さ
れ
る
、
一
般
向
け
の
わ
か
り

や
す
い
著
述
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

　

本
書
も
、
こ
の
近
年
の
著
者
の
姿
勢
の
延

長
上
に
あ
り
、
著
述
の
半
分
以
上
の
割
合
を

富
子
の
時
代
が
占
め
る
が
（
こ
れ
は
基
本
的

に
史
料
の
残
存
状
況
と
い
う
条
件
に
由
来
す

る
）、
し
か
し
富
子
を
対
象
と
す
る
個
人
研

究
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
書
名
に
も
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
史
と
し
て
の
康

子
・
重
子
の
時
代
を
含
め
て
、
日
野
家
出
身

　

三
章
「
大
乱
の
時
代
」、
四
章
「
武
家
の

執
政
、
公
家
の
外
護
者
」
で
は
、
応
仁
の
乱

の
時
期
か
ら
そ
れ
以
後
の
日
野
富
子
を
論
じ

る
。
寛
正
年
間
の
初
め
こ
ろ
か
ら
富
子
が
義

政
と
並
ぶ
存
在
と
な
り
、
文
明
年
間
の
一
時

期
に
は
義
政
に
代
わ
り
執
政
の
座
に
あ
っ
た

こ
と
、
義
政
の
復
帰
後
も
彼
女
の
政
治
上
の

役
割
は
低
下
し
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。

　

二
〇
一
一
年
の
前
著
か
ら
続
く
注
目
す
べ

き
著
者
の
論
点
と
し
て
、
文
明
九
年
に
富
子

が
畠
山
氏
ら
に
貸
し
た
金
銭
を
、
参
戦
大
名

に
対
す
る
撤
収
・
慰
労
費
用
と
し
て
理
解
し
、

富
子
が
応
仁
の
乱
の
終
結
に
向
け
て
の
私
財

を
投
じ
て
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
た
と
評
価

す
る
点
が
あ
る
（
三
章
）。
こ
う
し
た
私
財

の
背
景
に
は
、
足
利
将
軍
家
の
正
室
に
与
え

ら
れ
て
い
た
御
料
所
か
ら
の
収
入
を
軸
に
、

京
中
の
酒
屋
公
事
銭
の
月
宛
支
給
や
大
名
・

公
家
か
ら
の
進
物
な
ど
を
加
え
て
構
成
さ
れ

る
経
済
力
を
背
景
に
、
正
室
（
御
台
所
）
が

独
自
の「
家
」を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点
も
著
者
な
ら
で

は
の
視
点
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
が
含
ま
れ
る
シ
リ
ー
ズ
は
、
堅
い
研

究
書
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
深
く
知
り
た

を
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
早
く
は
「
日
野
富

子
と
将
軍
『
家
』」（『
日
本
中
世
女
性
史
論
』

（
塙
書
房　

一
九
九
四
年
）
に
収
載
）
に
示

さ
れ
、
近
年
で
も
「
将
軍
家
と
日
野
家
・
山

科
家
─
日
野
康
子
と
日
野
栄
子
の
役
割
を
中

心
に
─
」（『
京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
紀
要
』
二
四　

二
〇
一
六
年
）
な
ど
で
、

幕
政
・
家
政
や
所
領
経
営
と
の
関
係
か
ら
解

き
明
か
そ
う
と
す
る
試
み
を
続
け
て
き
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
著
者
は
、
富
子
を
義
政
期

に
は
義
政
と
並
ぶ
幕
政
の
主
体
と
し
て
と
ら

え
、
義
政
死
後
も
幕
政
へ
の
発
言
権
を
有
し

た
と
す
る
な
ど
、
彼
女
の
政
治
面
に
お
け
る

存
在
意
義
を
強
調
す
る
。

　

ま
た
、
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
の
著
者
の

の
足
利
将
軍
家
正
室
が
将
軍
家
内
だ
け
で
な

く
朝
廷
・
幕
府
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
た
か
、
そ
の
全
体
史
を
提
示
し
よ
う

と
す
る
意
欲
の
も
と
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
除
き
、
全

体
は
大
き
く
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
章
立

て
は
し
て
い
な
い
）。
そ
の
主
要
な
部
分
を

か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

一
章
「
将
軍
の
正
室
、
天
皇
の
准
母
」
で

は
、
足
利
義
満
時
代
と
日
野
康
子
を
論
じ

る
。
康
子
は
後
小
松
天
皇
の
准
母
の
地
位
を

得
て
、
義
満
・
後
小
松
天
皇
期
の
武
家
・
公

家
の
融
合
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
当
該
期

の
朝
幕
関
係
の
安
定
を
支
え
る
存
在
と
な
っ

た
と
し
、
そ
の
背
景
を
義
満
の
朝
廷
へ
の
対

応
姿
勢
や
日
野
家
出
身
の
公
家
・
女
官
た
ち

の
動
き
を
交
え
て
論
じ
て
い
る
。

　

二
章
「
恐
怖
政
治
か
ら
得
た
教
戒
」
で

は
、
重
子
が
正
室
に
入
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
夫
義
教
の
恐
怖
政
治
に
よ
っ
て
日
野
家

が
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
、
嘉
吉
の
変

後
の
短
期
間
の
義
勝
期
を
経
て
将
軍
に
つ
い

た
義
政
時
代
の
初
期
に
は
、
重
子
が
幕
政
に

対
し
適
切
な
介
入
を
行
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。

　

日
本
の
歴
史
に
お
け
る
「
悪
女
」
の
代
表

的
な
女
性
、
日
野
富
子
。
か
つ
て
は
、
夫
義

政
を
差
し
お
い
て
幕
府
政
治
の
実
権
を
握

り
、
我
が
子
義
尚
を
将
軍
に
せ
ん
と
し
て
応

仁
の
乱
の
き
っ
か
け
の
一
つ
を
つ
く
り
、
挙

句
の
果
て
は
参
戦
中
の
大
名
に
金
を
貸
す
な

ど
、
そ
の
強
引
か
つ
貪
欲
な
人
物
像
が
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
人
物
像
に
は

ど
れ
だ
け
の
根
拠
が
あ
り
、
翻
っ
て
彼
女
の

実
像
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本

書
は
、
こ
の
問
題
へ
の
関
心
を
基
本
線
に
叙

述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
野
富
子
に
対
し
て
、
著
者
は
以
前
か
ら

強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
関
心
の
重

点
は
富
子
が
「
家
」
の
中
で
果
た
し
た
役
割

 
● 
新
刊
紹
介

増
渕 

徹
　
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

﹃
室
町
将
軍
の
御
台
所 

日
野
康
子
・
重
子
・
富
子
﹄

田
端
泰
子 

著
　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年



LIME 通信

　平成最後の発行となるクロノス 41 号をお届
けします。
　日本では平成という 30 年の間に女性の社
会進出は着実に進み、より多くの女性が活躍
するにはどうするべきか、さまざまな議論が
交わされています。しかし世界に目を向ける
と、自由や尊厳すらも保証されない女性たち
が大勢いる現実が見えてきます。
　2018 年のノーベル平和賞は、コンゴの医
師であるデニ・ムクウェゲ氏とイラクの人権
活動家のナディア・ムラド氏が受賞しました。
２人は紛争地域で性暴力被害者たちの支援を
行い、その実状を世界に発信し救済を求める

活動を続けてきました。
　ムラド氏は受賞のスピーチで、国や国際社
会は、紛争下で行われる迫害や性暴力に無関
心であるとし、加害者は罰せられるべきであ
ること、教育の重要性、そして抑圧と戦うた
めに団結し、声をあげましょうと訴えました。
　性差別や迫害といった大きな問題を解決す
ることは、簡単ではありません。ですが、私
たち一人一人が何かに違和感を覚えたとき、
どうしたらいいのだろうと問題意識をもつこ
とが、何かを変えるきっかけになるのではな
いでしょうか。
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2019年度 女性歴史文化研究所シンポジウム

近代化の先頭を走っていたイギリス・フランスでは、19世紀後半、義務教育が導入されるなど学制が整備
され、学歴資格と職業資格との結びつきが強まるようになりました。
本シンポジウムでは、こうした状況下の両国において、女性が職業その他の公共圏に、いかにして進出して
いったのか、その歴史的な経緯を解明していきます。あわせて、わが国での同様の問題を比較考察する材料を
提供することをめざし、講演後のパネルディスカッションでは、両講師の論点をさらに深めます。

近代ヨーロッパにおける女性の社会進出
─イギリスとフランスの事例から─

 日　時

2019 年7月6日（土）13：00〜16：30
 会　場

キャンパスプラザ京都 
JR・地下鉄・近鉄「京都駅」下車、JR「京都駅」中央口より徒歩約 5分（ビックカメラJR京都駅店前）

 講　師

松田 祐子　女性史研究家

松浦 京子　本学文学部歴史学科教授

 司　会・コーディネーター

渡邊 和行　本学文学部歴史学科教授

＜受講料＞ 無料　　＜定員＞ 250 名　＊５月８日（水）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QR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し込みください。
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＞ 京都橘大学エクステンションセンター（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


