
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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一
九
四
三
年
六
月
、
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
軍
事
部
門

と
政
治
部
門
の
ト
ッ
プ
、
ド
レ
ス
ト
ラ
ン
将
軍
と
ジ
ャ
ン
・
ム
ー

ラ
ン
が
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
手
に
落
ち
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
と
っ
て

最
大
の
危
機
が
訪
れ
た
。
背
後
に
は
ス
パ
イ
の
暗
躍
が
あ
っ
た
。

リ
デ
ィ
・
バ
ス
チ
ア
ン
も
そ
の
一
人
だ
。
第
一
次
大
戦
期
ド
イ
ツ
の

女
ス
パ
イ
、
マ
タ
・
ハ
リ
に
倣な
ら

っ
て
リ
デ
ィ
を
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

の
マ
タ
・
ハ
リ
？
」
と
書
き
た
て
る
新
聞
も
戦
後
に
現
れ
た
が
、

彼
女
が
歴
史
に
名
を
残
し
た
の
は
ル
ネ
・
ア
ル
デ
ィ
の
愛
人
と
し

て
ム
ー
ラ
ン
の
逮
捕
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ
る
。
本
稿
は
、
ナ
チ

占
領
下
フ
ラ
ン
ス
最
大
の
謎
、
ム
ー
ラ
ン
の
逮
捕
に
間
接
的
に
関

わ
っ
た
リ
デ
ィ
の
本
邦
初
の
紹
介
で
あ
る
。

　

国
鉄
職
員
の
ア
ル
デ
ィ
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
レ
ジ
ス
タ

ン
ス
組
織
コ
ン
バ
に
加
わ
り
、
秘
密
軍
の
鉄
道
破
壊
工
作
隊
の
指

導
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
三
一

歳
の
ア
ル
デ
ィ
が
、
リ
ヨ
ン
の
レ
ス

ト
ラ
ン
で
二
〇
歳
の
リ
デ
ィ
と
出

会
っ
た
の
は
四
三
年
一
月
の
こ
と

だ
。
二
人
は
数
メ
ー
ト
ル
離
れ
て

座
っ
て
い
た
が
、
ア
ル
デ
ィ
は
リ

デ
ィ
に
一
目
惚
れ
し
、
彼
女
を
愛
人

と
し
た
。
実
は
リ
デ
ィ
は
、
四
一
年

さ
れ
、
五
〇
年
に
二
回
目
の
裁
判
が
開
か
れ
た
。
軍
事
法
廷
で
も

七
名
の
判
事
中
四
名
し
か
有
罪
に
賛
成
せ
ず
、
五
名
の
賛
成
と
い

う
有
罪
条
件
を
満
た
す
こ
と
な
く
釈
放
さ
れ
た
。
奇
妙
に
も
、
リ

デ
ィ
は
裁
判
で
証
言
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
後
に

判
明
し
た
よ
う
に
証
人
に
嘘
の
証
言
を
さ
せ
て
ア
ル
デ
ィ
の
無
罪

に
貢
献
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
疑
惑
が
自
分
に
も
及
ぶ
の
を
防
ぐ

た
め
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
戦
中
の
彼
女
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
極
右
組
織
カ
グ
ー
ル
の

元
団
員
に
し
て
コ
ン
バ
の
指
導
者
ベ
ヌ
ヴ
ィ
ル
の
指
示
で
、
元
団

員
二
人
（
カ
ス
テ
ラ
ン
、リ
シ
ャ
ー
ル
）
と
パ
リ
で
た
び
た
び
会
っ

て
い
た
。ア
ル
デ
ィ
も
パ
リ
で
同
様
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
。ヴ
ィ

シ
ー
政
府
の
情
報
部
に
勤
め
る
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
ド
イ
ツ
軍
諜
報

部
や
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
た
め
に
も
働
い
て
い
た
。一
九
四
四
年
五
月
、

ア
ル
デ
ィ
と
リ
デ
ィ
が
ア
ル
ジ
ェ
に
行
く
の
に
必
要
な
偽
の
身
分

証
を
用
意
し
た
の
も
リ
シ
ャ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
リ
デ
ィ

は
リ
シ
ャ
ー
ル
と
コ
ン
バ
と
の
仲
介
者
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
が
交
換
さ
れ
た
。
つ
ま
り
コ
ン
バ
と
秘
密
軍
は
ス
パ
イ
に
浸
透

さ
れ
て
い
た
。
リ
デ
ィ
は
ア
ル
デ
ィ
を
裏
切
へ
と
導
き
、
そ
れ
が

ム
ー
ラ
ン
の
死
に
繋
が
っ
た
。
そ
の
報
酬
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
が
ユ

ダ
ヤ
人
か
ら
奪
っ
た
宝
石
で
あ
っ
た
。

　

リ
デ
ィ
は
反
共
と
反
ユ
ダ
ヤ
の
信
奉
者
で
は
あ
る
が
、
ナ
チ
ズ

ム
に
染
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。道
徳
観
の
な
い
彼
女
は「
善

悪
の
彼
岸
」
の
住
人
、
強
者
の
側
で
生
き
る
人
間
で
あ
っ
た
。
バ

ル
ビ
ー
が
リ
ヨ
ン
撤
退
時
に
書
類
を
焼
却
し
て
証
拠
を
隠
滅
し
た

こ
と
も
あ
り
、
戦
後
、
リ
デ
ィ
は
追
及
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
数
名

の
富
豪
と
の
結
婚
を
繰
り
返
し
、
九
四
年
に
死
去
し
た
。

六
月
九
日
に
逮
捕
さ
れ
た
ド
レ
ス
ト
ラ
ン
の
後
任
を
決
め
る
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
ム
ー
ラ
ン
を
逮
捕
し
た
の
は
バ
ル
ビ
ー
で
あ

る
。
そ
れ
以
来
、
ム
ー
ラ
ン
の
死
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ア
ル
デ
ィ
の
裏
切
な
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ン
バ
と
ム
ー
ラ

ン
と
の
主
導
権
争
い
の
結
果
な
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
後
者

の
議
論
の
一
例
は
、
コ
ン
バ
が
ド
レ
ス
ト
ラ
ン
の
後
任
を
自
派
か

ら
出
そ
う
と
し
て
、
当
初
の
会
合
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
ア
ル
デ
ィ

を
、
彼
の
逮
捕
を
知
り
つ
つ
カ
リ
ュ
イ
ー
ル
に
送
っ
た
こ
と
だ
。

裏
切
論
は
、
カ
リ
ュ
イ
ー
ル
で
逃
亡
で
き
た
の
が
ア
ル
デ
ィ
た
だ

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
他
の
指
導
者
は
手
錠
を
は
め
ら

れ
て
い
た
が
、
彼
の
み
縄
で
縛
ら
れ
て
い
た
。
疑
惑
を
決
定
づ
け

た
の
は
フ
ロ
ー
ラ
文
書
の
発
見
だ
。
フ
ロ
ー
ラ
文
書
と
は
、
マ
ル

セ
イ
ユ
地
区
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
隊
長
が
四
三
年
七
月
に
記
し
た
報
告
書

の
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
に
は
ア
ル
デ
ィ
の
裏
切
が
記
さ
れ
て
い
た
。 

ア
ル
デ
ィ
は
六
月
七
日
に
パ
リ
行
き
の
列
車
内
で
逮
捕
さ
れ
、 

バ
ル
ビ
ー
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
二
重
ス
パ
イ
と
な
っ
て
リ
ヨ
ン
に 

お
け
る
会
合
で
ム
ー
ラ
ン
の
逮
捕
を
可
能
な
ら
し
め
た
、
と
。 

ア
ル
デ
ィ
の
逮
捕
後
、
リ
ヨ
ン
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
本
部
で
リ
デ
ィ
は

ア
ル
デ
ィ
に
ド
イ
ツ
と
の
協
力
を
勧
め
て
い
た
。

　

か
く
し
て
、
ア
ル
デ
ィ
は
通
敵
行
為
と
国
家
反
逆
罪
で

一
九
四
七
年
に
訴
追
さ
れ
た
が
、
彼
は
フ
ロ
ー
ラ
文
書
は
共
産
党

に
よ
る
捏
造
で
あ
る
と
抗
弁
し
、
コ
ン
バ
の
指
導
者
が
ア
ル
デ
ィ

の
無
罪
を
主
張
し
た
こ
と
も
あ
り
、
証
拠
不
十
分
と
し
て
放
免
さ

れ
た
。
し
か
し
釈
放
さ
れ
て
半
月
も
経
た
な
い
内
に
、
ア
ル
デ
ィ

の
供
述
に
偽
り
あ
り
と
の
証
言
が
出
て
き
た
。
彼
は
逮
捕
を
否
認

し
て
い
た
が
、
途
中
の
シ
ャ
ロ
ン
駅
で
逮
捕
さ
れ
て
降
ろ
さ
れ
た

と
い
う
車
掌
の
目
撃
証
言
と
、
シ
ャ
ロ
ン
駅
か
ら
パ
リ
ま
で
空
席

の
検
印
が
押
さ
れ
た
寝
台
券
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寝
台

券
を
予
約
し
た
の
は
リ
デ
ィ
で
あ
り
、
予
約
情
報
は
シ
ュ
テ
ン
グ

リ
ッ
ト
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
ア
ル
デ
ィ
は
再
び
逮
捕

に
ド
イ
ツ
軍
の
ス
パ
イ
と
な
り
、
そ
の
後
リ
ヨ
ン
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ

に
配
属
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
遭
遇
も
偶

然
で
は
な
い
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
女
に
は
シ
ュ

テ
ン
グ
リ
ッ
ト
と
い
う
愛
人
も
い
た
。彼
は
、リ
ヨ
ン
地
区
ゲ
シ
ュ

タ
ポ
指
揮
官
バ
ル
ビ
ー
中
尉
の
副
官
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
ス
パ

イ
の
統
括
者
に
し
て
情
報
収
集
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。

　

ア
ル
デ
ィ
の
赴
く
所
、
常
に
リ
デ
ィ
の
姿
が
あ
っ
た
。
秘
密
の

集
会
や
会
合
に
も
彼
女
を
連
れ
て
来
て
い
た
。
こ
う
し
て
リ
デ
ィ

は
、
秘
密
軍
や
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
中
枢
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き

た
。
彼
女
は
、
ア
ル
デ
ィ
の
活
動
報
告
を
密
か
に
タ
イ
プ
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
特
に
リ
デ
ィ
は
ア
ル
デ
ィ
の
秘
密
連
絡
員
の
探
索

に
努
め
た
。
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
が
秘
密
軍
司
令
官
ド
レ
ス
ト
ラ
ン
将
軍

を
パ
リ
で
逮
捕
で
き
た
の
も
、
将
軍
と
ア
ル
デ
ィ
と
の
会
合
に
関

す
る
秘
密
通
信
を
入
手
し
え
た
か
ら
だ
。

　

ア
ル
デ
ィ
が
歴
史
に
名
を
留
め
る
の
は
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
英

雄
ム
ー
ラ
ン
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
件
の
容
疑
者
と
し
て
、
二
度

裁
判
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
容
疑
と
は
何
か
。

　

一
九
四
三
年
五
月
二
七
日
、
ム
ー
ラ
ン
は
国
内
レ
ジ
ス
タ
ン
ス 

組
織
を
統
一
に
導
い
た
が
、
六
月
二
一
日
に
リ
ヨ
ン
近
郊
カ
リ
ュ 

イ
ー
ル
の
会
合
で
七
名
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
指
導
者
と
と
も
に
逮
捕

さ
れ
、
拷
問
死
を
遂
げ
た
。
ム
ー
ラ
ン
が
会
合
を
開
い
た
の
は
、

リディ・バスチアン ─レジスタンスのマタ・ハリ─

巻頭エッセイ

リ
デ
ィ・
バ
ス
チ
ア
ン 

─
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
マ
タ
・
ハ
リ
─

渡
邊 
和
行
　
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

参
考
文
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唱
歌
合
唱
が
隆
盛
し
て
い
た
デ
ィ
ッ
ト
リ
ヒ

時
代
、
そ
の
長
所
を
合
併
し
た
幸
田
嬢
並
に

同
声
会
時
代
の
三
期
に
分
け
て
通
覧
し
、
漸
よ
う
や

く
西
欧
楽
会
の
風
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
と

喜
ぶ
。こ
こ
か
ら
は
歴
史
的
に
辿
ろ
う
と
す

る
敏
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。啓

蒙
家
敏
の
眼
に
は
、
延
の
帰
朝
に
よ
っ
て
西

洋
の
よ
う
な
楽
壇
が
日
本
に
も
形
成
さ
れ
つ

つ
あ
る
と
映
っ
た
の
で
あ
る（
以
下
次
号
）。

が
馴
染
ん
で
い
た
の
は
邦
楽
で
、
演
奏
者
も

長
い
曲
を
演
奏
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
創

世
期
の
音
楽
会
で
は
、
邦
楽
を
含
む
多
く
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
緒
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
は
邦
楽
か
ら
洋
楽
に
向
か
っ
た
女
性

が
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
音
楽
取
調
掛
で
は
、
海
軍
の

お
雇
い
外
国
人
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
エ
ッ

ケ
ル
ト
と
、
そ
の
後
任
に
ピ
ア
ノ
担
当
と
し

て
オ
ラ
ン
ダ
人
ソ
ー
ブ
レ
ッ
ト
が
雇
い
入
れ

ら
れ
た
。一
八
八
七
年
に
東
京
音
楽
学
校
と

改
称
し
て
芸
術
家
養
成
機
関
を
目
指
す
よ

う
に
な
り
、
翌
年
に
は
世
界
に
通
用
す
る
レ

ヴ
ェ
ル
の
音
楽
家
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人

の
デ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
管

弦
楽
担
当
と
し
て
雇
わ
れ
、
ド
イ
ツ
色
が
強

ま
っ
て
い
く
。

　

デ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
い
た
延
は
、
一
八
八
九

年
に
文
部
省
の
命
を
受
け
、
院
長
が
メ
ー
ソ

ン
と
交
友
が
あ
っ
た
関
係
で
ボ
ス
ト
ン
の

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
音
楽
院
に
留
学
す

る
。彼
女
は
専
攻
に
定
め
ら
れ
た
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
ほ
か
、ピ
ア
ノ
、和
声
学
も
学
び
、ニ

キ
シ
ュ
、サ
ラ
サ
ー
テ
ら
の
演
奏
も
聴
い
た
。

翌
年
に
は
ウ
ィ
ー
ン
へ
渡
り
、
一
年
間
準
備

し
た
後
、
デ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
の
出
身
校
で
あ

る
ウ
ィ
ー
ン
音
楽
院
に
入
学
し
た
。専
攻
は

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
だ
っ
た
が
、
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ

加
わ
っ
て
い
た
。

　

一
八
九
六
年
四
月
の
帰
朝
後
初
の
公
開
演

奏
会
で
、延
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン《
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
協
奏
曲
》第
一
楽
章
を
独
奏
し
、室
内

楽
、独
唱
、伴
奏
、合
奏
の
編
曲
ま
で
担
当
し

た
。渡
欧
経
験
の
あ
る
祖
父
や
父
、最
初
の
女

子
留
学
生
で
あ
っ
た
叔
母
を
持
ち
、
初
期
の

音
楽
批
評
の
筆
を
と
っ
て
い
た
上
田
敏
は
、

同
年
五
月
の
『
帝
国
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た

「
同
聲
會
演
奏
」
で
、
延
の
演
奏
に
つ
い
て
、

「
肉
聲
は
量
あ
り
て
低
く
、『

オ
ロ
ン
』に
は

メ
ン
デ
ル
ソ
オ
ン
の
難
曲
を
撰
び
て
『
テ
ク

ニ
ッ
ク
』の
妙
を
盡
せ
る
は
、初
舞
臺
に
適
し

た
る
樂
な
ら
む
」と
書
い
て
い
る
。当
時
こ
の

よ
う
な
曲
を
弾
け
る
人
は
ほ
か
に
な
く
、
延

は
歌
に
伴
奏
に
と
、
ま
さ
に
八
面
六
臂
の
活

躍
で
あ
っ
た
。

　

同
年
秋
の
演
奏
会
に
つ
い
て
、
敏
と
榊

保
三
郎
と
の
連
名
で
『
読
売
新
聞
』
一
一
月

一
一
・
一
二
日
号
に
発
表
さ
れ
た「
同
聲
會
演

奏
批
評
」で
は
、
延
の
独
唱
に
関
し
て「
表
情

の
一
方
便
な
る
音
聲
の
顫
動
等
例
の
如
く
巧

み
な
れ
ど
も
、
當
日
は
平
素
の
美
音
に
似
ず

聲
波
少
し
く
滑
ら
か
な
ら
ず
、
獨
逸
語
も
亦

明め
い
せ
き晰
を
缼
き
、
聲
量
も
歸
朝
新
來
の
當
時
に

比
し
て
著
る
し
く
減
じ
た
る
如
き
」
と
厳
し

い
言
葉
も
見
ら
れ
る
。最
後
に
敏
は
、日
本
の

洋
楽
史
を
管
弦
、
洋
琴（
ピ
ア
ノ
）が
盛
ん
で

あ
っ
た
ソ
ー
ブ
レ
ー
時
代
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、

東
京
女
子
師
範
学
校
（
現
在
の
お
茶
の
水
女

子
大
学
）
附
属
小
学
校
に
ア
メ
リ
カ
人
教
師

メ
ー
ソ
ン
が
唱
歌
を
教
え
に
来
て
、
そ
こ
で

初
め
て
ピ
ア
ノ
を
聴
い
た
延
は
、
そ
の
音
の

素
晴
ら
し
さ
に
驚
嘆
し
た
。そ
し
て
、メ
ー
ソ

ン
に
音
感
の
良
さ
を
見
出
さ
れ
、
毎
週
土
曜

午
後
に
音
楽
取
調
掛
で
助
手
の
中
村
專
か
ら

ピ
ア
ノ
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。ま
だ
特
別
な
場
所
を
除
い
て
ピ
ア
ノ
が

な
い
時
代
で
、
音
楽
取
調
掛
で
二
、三
度
さ

ら
っ
て
見
て
も
ら
い
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
は

三
味
線
か
箏
を
稽
古
し
て
い
た
と
い
う
。

　

延
は
小
学
校
を
卒
業
後
、
音
楽
取
調
掛
に

入
学
し
、
最
初
の
女
子
留
学
生
で
ア
メ
リ
カ

か
ら
帰
国
し
た
永
井
繁
子
に
ピ
ア
ノ
を
習

う
。後
に
延
は
、そ
こ
で
モ
ル
モ
ッ
ト
の
よ
う

に
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、箏
、オ
ル
ガ
ン
、独
唱
な

ど
、何
で
も
さ
せ
ら
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

洋
楽
の
伝
習
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
教
え

る
人
自
体
が
不
足
し
て
い
た
音
楽
取
調
掛
で

は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
目
を
学
習
し
て
専
門
を

深
め
る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
た
。

　

一
八
八
五（
明
治
一
八
）年
に
最
優
秀
の
成

績
で
第
一
回
全
科
卒
業
生
と
な
っ
た
延
は
、

引
き
続
き
助
手
と
し
て
ピ
ア
ノ
と
唱
歌
を
担

当
し
た
。卒
業
演
習
会
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の《
舞

踏
へ
の
勧
誘
》を
ピ
ア
ノ
独
奏
し
、ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
や
箏
も
演
奏
し
た
ほ
か
、
鹿
鳴
館
で
開

か
れ
た
演
奏
会
で
も
活
躍
し
て
い
る
。聴
衆

ス
ン
も
受
け
、フ
ッ
ク
ス
に
和
声
学
を
学
び
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
対
位
法
と
作
曲
法
も
習

う
な
ど
猛
勉
強
の
か
た
わ
ら
、
ハ
ン
ス
・
リ

ヒ
タ
ー
指
揮
の《
運
命
》や
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の

《
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
》を
は
じ
め
本
場
で
多
く

の
音
楽
を
聴
い
た
。

　

延
は
途
中
一
年
間
休
学
し
て
ミ
ラ
ノ
に
滞

在
す
る
も
の
の
、
一
八
九
五
年
に
優
秀
な
成

績
で
音
楽
院
を
卒
業
し
、
帰
国
後
母
校
の
教

授
と
な
る
。人
々
は
長
期
に
わ
た
り
留
学
し

た
延
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

洋
行
が
め
ず
ら
し
か
っ
た
こ
の
時
代
、
最
先

端
の
西
洋
文
化
の
象
徴
と
し
て
洋
楽
に
目
を

向
け
て
い
た
の
は
、文
学
者
で
あ
っ
た
。ド
イ

ツ
で
音
楽
を
聴
い
た
森
鴎
外
は
延
を
訪
れ
、

音
楽
談
義
を
交
わ
し
た
こ
と
を
一
八
九
六
年

三
月
の『
め
さ
ま
し
草
』に
掲
載
さ
れ
た「
樂

塵
―
西
樂
と
幸
田
氏
と
―
」
の
中
で
紹
介
し

て
い
る
。ち
な
み
に
、こ
の
雑
誌
に
は
露
伴
も

　

文
豪
幸
田
露
伴
の
妹
、
延
（
一
八
七
〇
―

一
九
四
六
）は
、代
々
徳
川
家
に
仕
え
た
家
に

生
ま
れ
た
。妹
幸
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で

あ
る
。延
は
三
歳
の
時
か
ら
母
猷ゆ
う

に
長
唄
の

教
え
を
受
け
、
七
歳
で
師
匠
に
つ
い
た
。母

は
延
に
、
習
っ
た
事
は
そ
の
日
の
う
ち
に
弾

き
こ
な
せ
る
ま
で
や
め
さ
せ
ず
、
前
に
習
っ

た
曲
を
必
ず
七
つ
弾
き
、
一
曲
の
中
で
三
度

穢き
た
なら
し
い
音
を
出
し
た
ら
、
最
初
か
ら
弾
き

直
さ
せ
る
と
い
う
厳
し
い
稽
古
を
課
し
た
。

後
年
、
延
は「
そ
の
幼
時
の
習
慣
は
、
ピ
ア
ノ

を
習
ふ
と
き
、
ど
ん
な
に
大
き
く
役
立
つ
た

こ
と
か
」と
語
っ
て
い
る
。

　

邦
楽
の
雰
囲
気
の
中
で
育
て
ら
れ
た
延

に
、
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
。通
っ
て
い
た
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が
宮
の
養
女
に
迎
え
た
の
で
あ
る
。
若
い
男

性
が
近
づ
き
や
す
い
雰
囲
気
を
演
出
し
、
六

の
君
の
本
質
を
理
解
で
き
る
男
性
に
娶め
あ

わ
せ

よ
う
と
夕
霧
は
目
論
む
。
や
が
て
「
宿
木
」

巻
で
、
明
石
中
宮
の
産
ん
だ
今
上
帝
第
三
皇

子
匂
宮
の
妃
に
と
望
み
、
女
二
の
宮
の
住
む

六
条
院
東
北
の
町
に
匂
宮
を
婿
と
し
て
迎
え

る
。
匂
宮
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
る
六
の
君

は
、宮
の
杞
憂
を
払
拭
す
る
ほ
ど
の
女
性
で
、

そ
の
心
を
捉
え
た
。
結
婚
翌
日
の
後き
ぬ
ぎ
ぬ朝

の
文

へ
の
返
歌
は
「
継
母
の
宮
」（
＝
女
二
の
宮
）

の
手
跡
と
あ
り
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
結
婚
三

日
夜
の
儀
式
に
も
実
母
の
藤
典
侍
の
影
は
な

い
。

　

夕
霧
に
求
婚
さ
れ
た
時
に
、
父
の
惟
光
が

自
身
を
明
石
入
道
に
な
ぞ
ら
え
た
が
、
惟
光

の
孫
は
宮
家
の
妃
と
な
っ
た
。
花
散
里
に
育

て
ら
れ
た
三
の
君
の
動
静
は
語
ら
れ
な
い

が
、
典
侍
は
花
散
里
・
女
二
の
宮
へ
と
養
子
・

養
女
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
教
育
を

子
供
た
ち
に
施
し
た
と
思
え
る
。
長
官
で
あ

る
尚
侍
は
権
門
の
姫
君
で
あ
る
朧
月
夜
・
玉

鬘
と
次
々
に
代
わ
っ
た
が
、
藤
典
侍
は
物
語

に
登
場
し
た「
少
女
」（
夕
霧
十
二
歳
）か
ら
、

「
宿
木
」（
同
五
十
一
歳
）
ま
で
四
十
年
近
く

職
務
を
継
続
全
う
し
た
よ
う
で
、
重
き
を
置

か
れ
た
存
在
と
言
え
る
。

回
る
う
ち
、
仮
の
部
屋
に
待
機
す
る
舞
姫
を

覗
き
見
て
し
ま
う
。
室
内
が
暗
く
て
定
か
に

は
見
え
な
い
が
、
雲
居
雁
を
思
い
出
さ
せ
る

美
し
い
女
性
の
姿
に
思
わ
ず
和
歌
を
詠
み
か

け
た
。
し
か
し
、
気
味
悪
く
思
っ
た
舞
姫
は

返
事
を
せ
ず
、
化
粧
直
し
を
す
る
た
め
に
女

房
達
が
集
ま
り
始
め
る
と
、
夕
霧
は
そ
っ
と

そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
。

　

惟
光
は
典
侍
の
欠
員
状
況
を
知
っ
て
娘
の

就
職
斡
旋
を
光
源
氏
に
頼
む
が
、
夕
霧
は
そ

の
話
を
聞
い
て
、ま
た
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
。

　

典
侍
は
後
宮
十
二
司
の
一
つ
内
侍
司
の
次

官
で
あ
る
。
内
侍
司
は
天
皇
に
常
侍
し
、
天

皇
に
奏
請
、
ま
た
天
皇
の
言
葉
を
宣
伝
す
る

他
、宮
中
女
官
の
管
理
統
率
に
も
あ
た
っ
た
。

長
官
の
尚
な
い
し
の
か
み
侍
は
二
人
、次
官
の
典
侍
は
四
人
、

三
等
官
の
掌
な
い
し
の
じ
ょ
う
侍
は
四
人
、
以
下
一
〇
〇
人
の

女
孺
と
あ
る
が
、
尚
侍
は
妃
に
近
い
存
在
に

な
り
、『
源
氏
物
語
』
で
は
朧
月
夜
や
玉
鬘

の
よ
う
に
大
臣
の
娘
た
ち
が
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
次
官
で
あ
る
か
ら
、
尚
侍
に
劣
ら

妻
雲
居
雁
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
童

殿
上
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
夕
霧
」
巻

に
至
っ
て
、
雲
居
雁
と
藤
典
侍
の
二
人
を
大

切
に
扱
っ
て
き
た
夕
霧
が
、
突
然
の
恋
に
我

が
身
を
見
失
う
。
夕
霧
は
、親
友
の
柏
木（
雲

居
雁
の
異
母
兄
で
も
あ
る
）
の
死
後
遺
さ
れ

た
女
二
の
宮
を
弔
問
す
る
う
ち
に
恋
情
を
押

さ
え
き
れ
な
く
な
り
、
つ
い
に
強
引
に
妻
と

し
て
し
ま
っ
た
。
怒
っ
た
雲
居
雁
は
子
供
た

ち
を
残
し
て
実
家
に
帰
る
と
い
う
挙
に
出
る

が
、
そ
の
雲
居
雁
を
慰
め
和
歌
を
贈
っ
た
の

が
藤
典
侍
で
あ
る
。
雲
居
雁
か
ら
疎
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
、
雲
居
雁
の
心
の
痛

み
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
な
い
と
こ
ろ

に
、
懐
の
広
さ
、
深
さ
が
見
え
る
。

　

こ
の
あ
と
の
本
文
に
は
諸
本
で
ゆ
れ
が
あ

る
が
、
夕
霧
の
子
は
雲
居
雁
と
の
間
に
四
男

三
女
、
典
侍
と
は
二
男
三
女
と
計
十
二
人
あ

り
、
典
侍
の
産
ん
だ
三
の
君
と
二
郎
君
が
花

散
里
に
養
わ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
そ
の
後
、

さ
ら
に
「
宇
治
十
帖
」
に
入
っ
て
再
び
典
侍

の
子
が
話
題
の
中
心
と
な
る
。
先
の
女
二
の

宮
は
夕
霧
と
結
婚
し
た
が
子
供
に
は
恵
ま
れ

ず
、
典
侍
の
六
の
君
を
養
女
に
し
て
い
る
。

典
侍
の
三
番
目
の
子
で
、
す
ぐ
れ
た
資
質
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
母
親
が
典
侍
と
い
う

こ
と
で
軽
く
扱
わ
れ
る
の
を
惜
し
ん
だ
夕
霧

あ
る
。
娘
は
評
判
の
美
人
で
あ
っ
た
が
、
惟

光
は
気
乗
り
が
し
な
い
。
し
か
し
、
自
分
よ

り
も
身
分
の
高
い
按
察
使
大
納
言
が
、
側
室

が
産
ん
だ
と
は
い
え
娘
を
差
し
出
す
と
聞
い

て
辞
退
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
込
ま
れ
、

い
っ
そ
の
こ
と
こ
れ
を
好
機
と
し
て
宮
仕
え

さ
せ
よ
う
と
腹
を
く
く
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
一
人
の
若
者
が
登
場
す
る
。

　

幼
馴
染
で
あ
る
雲く
も
い
の
か
り

居
雁
へ
の
初
恋
を
、
そ

の
父
内
大
臣
に
阻
ま
れ
た
夕
霧
で
あ
る
。
夕

霧
は
、
光
源
氏
の
教
育
方
針
に
よ
っ
て
学
問

を
修
め
る
べ
く
躾
け
ら
れ
、
父
が
太
政
大
臣

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
六
位
か
ら
官
僚
人
生

を
歩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め

雲
居
雁
の
異
母
兄
弟
た
ち
が
、
父
内
大
臣
の

お
か
げ
で
上
位
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
ひ
た
す

ら
肩
身
の
狭
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
も
、内
大
臣
は
娘
の
弘
徽
殿
女
御
が
立
后

で
き
な
か
っ
た
代
わ
り
に
雲
居
雁
の
入
内
を

考
え
、
夕
霧
と
の
結
婚
は
ま
っ
た
く
の
論
外

視
で
あ
っ
た
。
傷
心
の
夕
霧
は
邸
内
を
歩
き

ぬ
才
能
が
要
求
さ
れ
、
惟
光
の
娘
も
そ
れ
な

り
の
気
負
い
を
も
っ
て
任
官
を
望
ん
だ
も
の

と
み
え
る
。

　

さ
て
、
夕
霧
は
、
舞
姫
の
兄
で
あ
る
殿
上

童
に
声
を
か
け
て
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
目

論
む
。
仲
立
ち
は
拒
絶
さ
れ
る
が
、
何
と
か

和
歌
を
託
す
こ
と
に
成
功
し
、
童
は
父
の
目

を
気
に
し
な
が
ら
姫
君
に
渡
す
。
夕
霧
の
美

し
い
筆
跡
に
姉
弟
で
見
入
っ
て
い
る
折
も

折
、
惟
光
が
手
紙
を
取
り
上
げ
て
厳
し
く
叱

責
し
た
が
、
手
紙
の
主
が
夕
霧
で
あ
る
と

知
っ
た
と
た
ん
に
上
機
嫌
に
な
り
、
出
仕
よ

り
も
夕
霧
と
の
婚
姻
を
進
め
よ
う
と
す
る
。

光
源
氏
の
子
息
が
中
流
貴
族
で
あ
る
惟
光
の

娘
を
妻
の
一
人
と
す
る
の
は
、
間
違
い
な
く

「
玉
の
輿
」
で
あ
っ
た
。
惟
光
は
、
光
源
氏

と
明
石
の
君
の
関
係
も
間
近
で
見
て
お
り
、

そ
れ
だ
け
に
、
夕
霧
か
ら
の
求
婚
は
最
高
の

栄
誉
で
あ
っ
た
。

　

娘
は
夕
霧
の
妻
と
な
っ
た
も
の
の
、
女
官

と
し
て
堅
実
な
道
を
歩
み
始
め
る
。
し
か

し
、
物
語
で
は
女
官
と
し
て
の
活
躍
は
描
か

れ
ず
、
以
後
は
「
母
」
典
侍
の
み
が
点
描
さ

れ
る
。

　

彼
女
が
次
に
登
場
す
る
の
は
「
若
菜
上
」

巻
で
あ
る
。
光
源
氏
の
妻
の
一
人
花は
な
ち
る
さ
と

散
里
が

藤
典
侍
の
子
ど
も
を
育
て
、
中
の
一
人
は
正

　

藤
と
う
の
な
い
し
の
す
け

典
侍
は
、
紫
の
上
を
は
じ
め
と
し
た
家

庭
婦
人
の
多
い
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
異

色
の
存
在
で
あ
る
。
父
親
は
光
源
氏
の
乳
母

子
の
惟
光
で
、活
躍
場
面
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

五
節
の
舞
姫
に
選
ば
れ
た
登
場
場
面
と
、
そ

れ
に
続
く
源
氏
の
嗣
子
夕
霧
か
ら
の
求
愛

が
、
最
も
注
目
さ
れ
、
巻
名
の
「
少を
と
め女
」
も

こ
の
時
の
夕
霧
の
贈
歌
に
拠
っ
て
い
る
。

　

失
脚
し
て
一
時
須
磨
・
明
石
に
退
去
し
て

い
た
光
源
氏
が
復
権
し
た
の
は
三
十
三
歳
の

時
で
あ
っ
た
。
兄
の
朱
雀
帝
が
退
位
し
、
そ

の
母
弘
徽
殿
大
后
と
一
族
の
右
大
臣
方
が
権

力
か
ら
離
れ
、
新
帝
と
し
て
光
源
氏
と
中
宮

藤
壺
の
間
の
皇
子
が
即
位
し
た
か
ら
で
あ

る
。
新
帝
即
位
の
十
一
月
、
五
節
の
舞
姫
を

差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
光
源
氏
は
、
惟
光

の
娘
を
奉
る
こ
と
に
し
た
。
か
つ
て
光
源
氏

の
女
性
遍
歴
に
も
須
磨
明
石
の
寓
居
に
も
付

き
従
っ
た
惟
光
も
、
今
は
津
の
国
の
守
と
な

り
、
さ
ら
に
都
の
左
京
を
治
め
る
長
官
で
あ

る
「
左
京
大
夫
」
も
兼
任
す
る
出
世
ぶ
り
で

物
語
の

女
性

﹃
源
氏
物
語
﹄の
藤
典
侍

野
村 

倫
子
　
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授

3
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松
浦
　
京
子

本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

42
●
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 

３

─
近
代
看
護
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
彼
女
が
残
し
た
も
の
─

療
院
に
何
を
為
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼

女
と
衝
突
し
た
院
長
自
身
が
当
時
の
レ
ポ
ー

ト
に
次
の
よ
う
な
評
価
を
残
し
て
い
る
。
い

わ
く
「
病
棟
の
状
態
や
病
人
の
看
護
ば
か
り

で
な
く
、
と
り
わ
け
患
者
（
す
な
わ
ち
救
貧

院
収
容
者
）
自
身
の
態
度
に
も
著
し
い
改
善

が
見
ら
れ
た
。
献
身
的
に
職
務
を
果
た
す
人

格
的
に
優
れ
た
女
性
集
団
が
も
つ
影
響
力
は

人
を
人
ら
し
く
さ
せ
る
も
の
で
、
明
ら
か
な

成
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
。
看
護
レ
ベ

ル
の
改
善
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
改
善
に
言

及
し
て
い
る
点
が
、
救
貧
院
と
い
う
困
窮
貧

民
の
救
済
と
人
間
的
向
上
を
目
指
す
施
設
の

長
の
言
辞
ら
し
い
と
言
え
る
が
、
一
方
で
、

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
が
目
指
し
た
専
門
職
と

し
て
の
看
護
師
と
い
う
、
専
門
的
技
能
や
教

養
知
性
を
備
え
、
か
つ
人
格
的
に
優
れ
た
ト

レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
の
理
想
を
実
践
し
よ
う

と
し
て
い
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
は
こ
の

上
な
い
賛
辞
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

救
貧
院
付
属
施
療
院
に
お
け
る
看
護
改
革

年
次
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
新
た
な
試
み
を
進
め

よ
う
と
す
る
彼
女
と
そ
れ
を
認
め
よ
う
と
し

な
い
救
貧
院
長
と
の
厳
し
い
衝
突
が
、
そ
し

て
既
存
の
ス
タ
ッ
フ
と
の
軋
轢
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
、
看
護
ス
タ
ッ
フ
を
完

璧
に
統
率
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
す
ら
な

か
な
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看
護
学
校

か
ら
修
了
生
や
見
習
い
生
な
ど
を
率
い
て
い

た
と
は
言
え
、
皆
経
験
が
浅
く
、
彼
女
の
指

示
に
十
分
に
応
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
改
革
の
眼
目
で
あ

る
救
貧
院
収
容
女
性
か
ら
選
抜
し
て
教
育
・

訓
練
を
施
し
て
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
を
養

成
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
初
年
次
に

見
習
い
生
と
な
っ
た
四
〇
名
の
う
ち
修
了
ま

で
到
達
し
た
の
は
わ
ず
か
一
六
名
で
あ
り
、

他
は
解
雇
さ
れ
る
か
自
ら
辞
め
る
と
い
う
惨

状
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
彼
女
の
毎
日
は
「
朝
五

時
一
五
分
に
起
床
し
、
深
夜
一
時
ま
で
働

　

近
代
看
護
の
聖
女
ア
グ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
。
リ
バ
プ
ー
ル
の
救
貧
院
で
あ
る
ブ
ラ

ウ
ン
ロ
ウ
・
ヒ
ル
・
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
付
属
施

療
院
に
お
け
る
看
護
改
革
に
奮
闘
し
三
五
歳

と
い
う
若
さ
で
発
疹
チ
フ
ス
に
感
染
し
て
亡

く
な
っ
た
彼
女
に
対
し
て
、
Ｆ
・
ナ
イ
テ
ィ

ン
ゲ
ー
ル
は
「
彼
女
は
誰
よ
り
も
激
し
く
働

き
、
働
き
ぬ
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け

る
も
っ
と
も
価
値
あ
る
生
き
方
の
一
つ
を
彼

女
は
送
っ
た
と
私
は
思
う
」
と
い
う
賛
辞
と

深
い
哀
悼
の
言
葉
を
贈
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ

ン
ロ
ウ
・
ヒ
ル
施
療
院
で
の
彼
女
の
活
動
は

三
年
あ
ま
り
と
短
か
っ
た
が
、
そ
の
残
し
た

実
績
に
よ
り
、
そ
の
後
の
救
貧
院
付
属
施
療

院
で
の
全
国
的
な
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス（
正

規
の
専
門
訓
練
を
受
け
た
看
護
師
）
の
雇
用

と
看
護
教
育
推
進
と
い
う
改
革
の
途
を
開
い

た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
献
身
の
ゆ
え
の

死
は
多
く
の
人
に
衝
撃
と
深
い
悲
し
み
を
も

た
ら
し
た
。
彼
女
は
、
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル

の
絢
爛
た
る
追
悼
の
辞
に
相
応
し
い
存
在
と

と
い
う
困
難
な
重
責
に
挑
ん
だ
ジ
ョ
ー
ン
ズ

の
残
し
た
も
の
は
称
賛
に
値
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、前
号
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、

ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
に
と
っ
て
は
彼
女
の
業

績
を
褒
め
た
た
え
誇
ら
し
く
思
う
一
方
で
、

ほ
ろ
苦
い
思
い
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
あ
ま
り
の
献
身
ぶ
り
、

そ
れ
ゆ
え
の
過
労
死
と
い
う
事
実
、
こ
れ
は

厳
し
い
看
護
環
境
と
そ
れ
に
果
敢
に
挑
ん

だ
彼
女
の
看
護
師
と
し
て
の
使
命
感
、
責
任

感
だ
け
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
は
、か
つ
て
ジ
ョ
ー

ン
ズ
が
看
護
師
を
志
望
し
た
際
に
、
彼
女
の

深
い
信
仰
心
を
知
る
が
ゆ
え
に
看
護
と
宣
教

と
を
区
別
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
の

篤
い
信
仰
心
、
深
い
福
音
主
義
的
理
念
が
彼

女
に
無
理
を
強
い
た
、
と
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー

ル
が
思
い
至
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
残
念
な
こ
と
と
思
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー

ル
自
身
は
篤
い
信
仰
心
を
持
ち
「
召
命
」
を

信
じ
た
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
仰
と
看

護
活
動
の
厳
然
た
る
区
別
を
理
想
と
し
て
い

た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
専
門
職
と
し
て
の
看
護

師
の
在
り
方
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
死
に
至
る
ほ
ど
の
献
身
は
彼

女
を
近
代
看
護
の
聖
女
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
看
護
の
本
来
の
在
り
よ
う
と
は
い
か

に
あ
る
べ
き
か
を
問
い
か
け
る
も
の
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

く
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
過
労

が
蓄
積
さ
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ

が
発
疹
チ
フ
ス
の
感
染
に
つ
な
が
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
こ
う
な
っ
た
の
も
職
務
分
掌
を
せ

ず
全
て
を
自
ら
引
き
受
け
て
し
ま
う
彼
女
に

問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
当
時
、
彼
女
の
仕
事
を
委
譲
で
き

る
よ
う
な
人
材
は
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。彼
女
と
と
も
に
着
任
し
た
ト
レ
イ
ン
ド
・

ナ
ー
ス
も
居
た
が
、
う
ち
三
人
は
ジ
ョ
ー

ン
ズ
自
身
が
解
雇
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

し
、
そ
れ
以
外
の
二
人
は
そ
の
後
に
勤
め
た

ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
病
院
で
病
棟
責
任
看
護
師

に
は
不
向
き
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
レ
ベ
ル

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
看
護
改

革
が
よ
う
や
く
緒
に
就
い
た
当
時
に
あ
っ
て

は
看
護
に
相
応
し
い
人
材
の
確
保
は
大
き
な

課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
ま
し
て
や
救
貧
院

付
属
施
療
院
と
い
う
厳
し
い
環
境
の
な
か
で

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
孤
軍
奮
闘
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
上
述
し
た

救
貧
院
長
や
そ
の
他
ス
タ
ッ
フ
と
の
衝
突
、

こ
れ
も
、
当
時
に
お
い
て
は
、
ど
の
病
院
に

お
い
て
も
看
護
責
任
者
と
な
っ
た
ト
レ
イ
ン

ド
・
ナ
ー
ス
が
直
面
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
病
院
、
施
療
院
内
に
お
け
る
看

護
師
の
権
限
、
立
場
を
主
張
し
強
化
し
て
い

く
こ
と
も
、
看
護
改
革
の
推
進
に
は
不
可
欠

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
こ
の
面

で
も
看
護
改
革
の
最
前
線
に
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
彼
女
の
奮
闘
は
救
貧
院
付
属
施

し
て
一
つ
の
伝
説
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

リ
バ
プ
ー
ル
の
著
名
な
篤
志
家
で
あ
り
巡

回
訪
問
看
護
制
度
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
Ｗ
・
ラ
ス
ボ
ー
ン
が
、
も
う
一
つ
の

社
会
貢
献
と
し
て
救
貧
院
付
属
施
療
院
の
看

護
改
革
に
目
を
向
け
ナ
イ
テ
ィ
ン
ゲ
ー
ル
看

護
学
校
修
了
の
ト
レ
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ス
を
改

革
責
任
者
と
し
て
招
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ

の
困
難
な
責
務
に
対
し
て
困
惑
が
広
が
る
な

か
、
唯
一
名
乗
り
を
上
げ
た
の
が
ジ
ョ
ー
ン

ズ
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
救
貧
制
度
の
下
に

あ
る
施
療
院
、
す
な
わ
ち
「
混
沌
と
悲
惨
」

の
蔓
延
す
る
社
会
的
最
底
辺
に
お
い
て
看
護

改
革
を
遂
行
す
る
と
い
う
重
責
に
対
し
て
、

お
そ
ら
く
使
命
感
に
あ
ふ
れ
、
確
固
た
る
決

意
の
も
と
に
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ウ
・
ヒ
ル
に
着
任

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
収
容
患
者
に
対
す
る
看

護
レ
ベ
ル
、
衛
生
状
況
の
向
上
、
そ
し
て
、

看
護
教
育
、
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
山
積
み
で
あ
っ
た
。

　

救
貧
院
を
管
轄
す
る
救
貧
法
委
員
会
へ
の

第　　 　　　回

1840年に発表された救貧院宿泊棟完成予想図
収容数を確保するため２、３階は雑魚寝スタイルであり、
病棟にあたる１階にのみ木製ベッドが並んでいる。
出典：P.　Higginbotham,Workhouse Encyclopedia,Stroud,2012.
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専
門
職
員
19
人
の
内
、
５
人
が
女
性
で
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
、
同

保
存
技
術
の
保
存
団
体
で
あ
る
、（
公
財
）

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
に
問
い
合
わ

せ
て
み
る
と
、
約
20
％
が
女
性
職
員
と
の
回

答
を
得
た
。
す
で
に
、
重
要
文
化
財
を
設
計

監
理
で
き
る
「
主
任
技
術
者
」
に
な
っ
て
い

る
20
年
職
員
も
２
名
お
り
、
か
な
り
本
格
的

に
参
画
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

間
も
な
く
、
日
本
発
祥
の
「
選
定
保
存
技

術
」
の
シ
ス
テ
ム
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺

産
に
認
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
で
に

周
知
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
材
難
の
状

況
の
な
か
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に

発
祥
地
で
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を

女
性
の
進
出
が
決
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
今

後
、
そ
の
状
況
と
課
題
に
つ
い
て
、
調
べ
て

い
き
た
い
。

こ
と
を
伝
え
ら
れ
、
打
開
策
を
考
え
て
ほ
し

い
と
依
頼
さ
れ
た
。
檜
皮
は
ヒ
ノ
キ
の
樹
木

か
ら
そ
の
樹
皮
の
形
成
層
の
上
層
か
ら
表
面

ま
で
の
樹
皮
を
剥
い
て
、
一
般
に
長
さ
75
セ

ン
チ
、
幅
15
セ
ン
チ
、
厚
み
約
1.5
ミ
リ
に
皮

を
仕
立
て
、
軒
付
の
上
に
葺
足
1.2
セ
ン
チ
で

竹
釘
止
め
に
、
約
62
～
63
枚
重
ね
に
葺
上
げ

る
技
術
で
あ
る
（
写
１
）。
葺
き
た
て
の
時

に
は
、
ヒ
ノ
キ
シ
オ
ー
ル
が
香
り
た
つ
。
葺

き
あ
が
り
の
柔
ら
か
い
香
り
た
つ
屋
根
は
、

世
界
に
類
を
見
な
い
、
植
物
性
自
然
素
材
を

活
か
し
た
、
め
ず
ら
し
い
技
術
で
あ
る
。
そ

の
起
源
は
飛
鳥
時
代
ま
で
遡
り
、
奈
良
時
代

に
は
宮
殿
を
始
め
寺
社
等
に
拡
が
っ
た
。

　

し
か
し
、
調
べ
て
み
る
と
、
全
国
の
国
宝

重
要
文
化
財
建
造
物
と
御
所
の
屋
根
葺
替
だ

け
で
、
毎
年
、
６
，３
０
０
㎡
分
の
檜
皮
が

必
要
で
あ
っ
た
が
、
３
，５
０
０
㎡
分
し
か

生
産
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
従
事
者

は
総
計
１
４
９
人
で
す
べ
て
男
性
、
年
齢
構

成
は
60
歳
代
が
56
人
（
37
・
６
％
）
で
ピ
ー

ク
を
示
す
歪い
び
つな
年
齢
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
調
査
結
果
を
も
と
に
各
方
面

へ
お
願
い
し
、
徐
々
に
改
善
を
図
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
部
森
林
管
理
局
が
ヒ
ノ

キ
の
国
有
林
を
檜
皮
採
取
の
森
と
し
て
開
放

し
て
く
れ
、
そ
し
て
、
文
化
庁
が　
「
ふ
る

さ
と
文
化
財
の
森
」
事
業
を
ス
タ
ー
ト
し
、

『
前
室
』
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
は
、
釿
ち
ょ
う
なで
軒
付

面
の
仕
上
げ
（
写
２
）
を
行
っ
て
い
た
。
そ

し
て
、東
面
に
回
っ
た
時
、思
わ
ず「
あ
れ
っ
」

と
声
に
出
し
て
し
ま
っ
た
。
初
め
て
女
性
の

屋
根
葺
職
人
に
出
会
っ
た
（
写
３
）
の
で
あ

る
。
彼
女
は
熟
練
の
職
人
の
指
導
の
下
、『
蓑み
の

甲ご
う

』
と
呼
ぶ
、
軒
の
螻け
ら
ば羽

の
最
も
檜
皮
葺
ら

し
い
柔
ら
か
い
曲
線
を
表
現
す
る
部
分
を
デ

ザ
イ
ン
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
難
し
い
と

こ
ろ
で
、
本
格
的
な
職
人
と
し
て
の
技
術
を

マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
伝
統
的
産
業
の
世
界
に
女
性
が
進
出
し

て
き
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
伝
統
産
業

に
お
け
る
女
性
職
員
の
状
況
に
興
味
を
持
っ

た
。

　

早
速
、京
都
府
文
化
財
保
護
課
に
聞
く
と
、

女
性
の
檜
皮
職
人
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た

が
、
同
課
の
「
建
造
物
修
理
」
を
担
当
す
る

の
事
例
と
し
て
、
世
界
の
建
築
に
関
わ
る
職

人
や
専
門
家
と
の
技
術
の
交
流
、
対
話
が
深

め
ら
れ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
無
形
文
化
遺

産
の
保
護
と
取
り
組
み
に
大
き
く
貢
献
す
る

も
の
で
あ
る
。」
と
そ
の
要
旨
を
述
べ
て
い

る
。

　

文
化
遺
産
の
保
護
の
た
め
、
そ
の
伝
統
技

術
を
法
律
で
定
め
、
人
材
の
確
保
に
努
め
て

い
る
事
例
は
、
世
界
的
に
も
め
ず
ら
し
い
制

度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
制
度
が
20
世
紀

に
ア
ジ
ア
の
木
造
建
築
文
化
圏
へ
影
響
を
与

え
て
も
い
る
。
日
本
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
か

ら
国
際
的
な
シ
ス
テ
ム
へ
発
展
し
つ
つ
あ
る

状
況
で
あ
る
。

25
年
前
の
調
査

　

選
定
保
存
技
術
の
一
つ
で
あ
る
「
桧ひ
わ
だ皮
・

杮こ
け
ら
ぶ
き
葺
」
に
つ
い
て
、
平
成
４
（
１
９
９
２
）

年
頃
、
檜
皮
・
杮
葺
等
の
植
物
性
屋
根
葺
技

術
の
保
存
継
承
に
つ
い
て
、
故
村
上
栄
一
氏

（
当
時
の
選
定
保
存
技
術
の
保
持
者
）
か
ら

保
存
技
術
の
継
承
が
危
機
的
な
状
況
で
あ
る

各
地
の
地
方
公
共
団
体
や
文
化
財
所
有
者
自

ら
が
資
材
の
確
保
の
た
め
、
ヒ
ノ
キ
の
森
を

檜
皮
葺
採
取
地
と
し
て
協
力
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
。
一
方
、
保
存
会
も
人
材
育
成
の
た

め
、
各
会
社
の
枠
を
超
え
て
取
り
組
ん
で
き

た
。
さ
ら
に
、
檜
皮
葺
の
建
物
が
多
い
京
都

で
は
、
東
山
に
研
修
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、

人
材
育
成
の
支
援
も
行
っ
て
い
る
等
、
か
な

り
改
善
が
進
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

女
性
の
進
出

　

昨
冬
、
国
宝
教
王
護
国
寺
大
師
堂
の
檜
皮

葺
の
屋
根
葺
替
工
事
の
状
況
を
見
る
機
会
を

得
た
。
京
都
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

の
設
計
監
理
の
下
、
京
都
市
内
の
『
選
定
保

存
技
術
の
保
存
団
体
』
に
所
属
す
る
会
社
が

実
施
し
て
い
た
。
軒
先
の
『
軒
付
』
と
呼
ぶ

部
分
を
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
北
面
の

は
じ
め
に

　

平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
２
月
に
「
伝
統

建
築
工こ
う
し
ょ
う

匠
の
技
：
木
造
建
造
物
を
受
け
継
ぐ

た
め
の
伝
統
技
術
」
に
つ
い
て
、
国
は
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
提
案
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。
同
伝
統
技
術
は
、
木
・
草
・
土
な

ど
の
自
然
素
材
を
生
か
し
た
建
築
空
間
の
維

持
の
た
め
、高
度
に
発
達
し
た
木
工・屋
根
葺
・

左
官
・
装
飾
・
畳
等
、
建
築
遺
産
と
と
も
に

古
代
か
ら
途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
統
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
、
工
夫
を
重
ね
て
発
展
し
て
き

た
伝
統
建
築
技
術
と
定
義
し
て
、
桧ひ
わ
だ皮
葺
・

杮こ
け
ら

葺
技
術
を
始
め
、
14
件
を
列
挙
し
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
化
財
保
護
法
に
示
す
、
建

築
文
化
財
を
維
持
継
承
す
る
た
め
に
な
く
て

は
な
ら
な
い
技
術
と
し
て
保
護
対
象
に
し
て

い
る
「
選
定
保
存
技
術
」
に
認
定
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

　

特
に
、ユ
ネ
ス
コ
へ
の
提
案
理
由
と
し
て
、

「
法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
文
化
遺
産

と
な
っ
た
木
造
建
造
物
や
、
日
本
の
建
築
文

化
を
支
え
る
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
・
伝
承

日
本
の
伝
統
技
術
を
守
る

女
性
の
進
出

村
上 

裕
道
　
本
学
文
学
部
歴
史
遺
産
学
科
教
授

1

（写３）女性の檜皮葺職人　同大師堂

（写２）軒付仕上の作業風景　同大師堂

（写１）檜皮葺の葺替わった国宝教王護国寺大師堂
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が
整
備
さ
れ
、
女
性
衛
生
査
察
官
と
し
て

の
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
も
登
場
し
、
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
が
進
ん
で
い
っ

た
。
完
全
な
専
門
職
化
は
第
二
次
世
界
大

戦
後
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

単
な
る
衛
生
知
識
の
伝
達
者
で
は
な
く
、

保
健
福
祉
の
面
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
で

あ
る
と
、
松
浦
氏
は
結
ん
だ
。

＊
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
保
健
師
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
女
性
教
師
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
で

あ
っ
た
の
か
話
し
あ
わ
れ
た
後
、
会
場
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
回
答
す
る
か
た
ち

で
進
め
ら
れ
た
。「
な
ぜ
女
性
に
は
諸
権

利
が
な
く
、偏
見
が
あ
っ
た
の
か
」や
、「
仕

事
と
結
婚
の
両
立
は
で
き
た
の
か
」、「
宗

教
は
女
性
の
社
会
進
出
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
か
」
と
い
っ
た
質
問
に
対
し
、
活
発

な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
最
後
に
渡
邊

氏
が
、「
講
演
を
通
じ
て
英
仏
に
共
通
の

課
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。
そ
れ
を
ど
う
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の

か
、
何
が
問
題
と
し
て
残
っ
た
の
か
を
今

後
も
追
求
し
て
い
き
た
い
」
と
締
め
く
く

り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
盛
況
の
う
ち
に
幕

を
閉
じ
た
。

女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
職
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
職
に
就
く
た

め
に
は
免
状
や
資
格
な
ど
を
取
得
し
た
後

に
任
用
さ
れ
る
の
を
待
つ
か
、
厳
し
い
条

件
付
き
の
師
範
学
校
を
卒
業
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
苦
労
し
て
教
師
に
な
れ

た
と
し
て
も
、
労
働
者
階
級
出
身
者
が
多

い
男
性
教
師
と
違
い
、
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
層
出
身
者
が
多
い
女
性
教
師
は
赴
任
地

に
な
じ
み
に
く
か
っ
た
。
ま
た
、
賃
金
は

男
性
よ
り
も
安
く
、
独
身
の
若
い
女
と
い

う
こ
と
で
な
め
ら
れ
や
す
く
、
任
命
権
者

性
が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に

地
位
を
向
上
さ
せ
た
。松
田
氏
は
最
後
に
、

女
性
教
師
と
は
、
困
難
に
も
め
げ
ず
教
職

を
ま
っ
と
う
し
、
充
実
し
た
人
生
を
送
っ

た
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
と
結
ん
だ
。

＊
ア
マ
チ
ュ
ア
・
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
へ

　

続
い
て
松
浦
氏
は
、
女
性
の
社
会
進
出

を
「
女
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

領
域
へ
進
出
し
て
い
く
こ
と
」
で
あ
る
と

し
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
（
訪
問
保
健

師
）
に
注
目
し
論
じ
た
。

　

ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
は
、
中
流
階
級

の
女
性
た
ち
が
労
働
者
家
庭
を
訪
問
し
、

衛
生
知
識
や
家
庭
管
理
術
を
教
え
る
ヴ
ォ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
起
源
と
す
る
。
当
時

ニ
ュ
ー
ウ
ー
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
、
男
性
と

同
じ
よ
う
に
働
く
中
流
階
級
の
女
性
た
ち

が
登
場
し
、
そ
の
女
性
た
ち
に
ふ
さ
わ
し

い
専
門
職
の
確
立
が
望
ま
れ
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
産
業
革
命
に
よ
り
悪

化
し
た
衛
生
環
境
や
、
高
い
乳
幼
児
死
亡

率
の
改
善
が
急
務
と
な
っ
た
公
衆
保
健
衛

生
行
政
と
が
結
び
つ
き
、
ヘ
ル
ス
・
ヴ
ィ

ジ
タ
ー
と
し
て
職
業
化
し
、
女
性
の
公
務

職
化
へ
の
可
能
性
が
生
ま
れ
た
。
や
が
て

保
健
衛
生
の
領
域
で
、
女
性
の
有
用
性
が

広
く
認
め
ら
れ
、
資
格
試
験
や
養
成
課
程

　

今
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
一
九
世

紀
末
～
二
〇
世
紀
初
頭
の
英
仏
に
お
い

て
、
女
性
が
い
か
に
し
て
社
会
に
進
出
し

て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
松
田
氏
、
松

浦
氏
が
講
演
を
行
い
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
渡
邊
氏
を
加
え
、
さ
ら

に
深
く
掘
り
下
げ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
九
〇
〇
年
前
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

工
業
社
会
に
向
か
っ
て
政
治
・
経
済
・
産

業
と
い
っ
た
社
会
構
造
に
大
き
な
変
化
が

起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
女
性
は
、
離

婚
や
財
産
な
ど
に
関
す
る
民
事
的
諸
権
利

を
獲
得
し
、
徐
々
に
中
・
高
等
教
育
も
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
就
労

で
き
な
か
っ
た
分
野
へ
の
就
業
が
可
能
と

な
っ
た
。
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
が

展
開
さ
れ
、
中
流
階
級
以
上
の
女
性
た
ち

が
働
く
こ
と
に
対
し
て
の
偏
見
が
そ
れ
以

前
よ
り
弱
く
な
り
、
自
立
・
自
活
の
た
め

に
就
労
す
る
女
性
が
増
加
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。

＊
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
女
性
の

　
社
会
進
出

　

松
田
氏
は
、
女
性
の
社
会
進
出
と
は

「
男
性
と
平
等
な
権
利
を
持
っ
て
働
く
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
フ
ラ

ン
ス
の
女
性
教
師
に
焦
点
を
あ
て
考
察
し

た
。
女
性
教
師
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
層
の

や
視
学
官
の
評
価
、
住
民
の
目
を
気
に
す

る
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加

え
て
、「
無
愛
想
」、「
ぎ
す
ぎ
す
し
て
い

る
」、「
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
」、「
女
で
は
な

い
」
と
い
っ
た
女
性
教
師
に
対
す
る
伝
統

的
な
偏
見
が
依
然
と
し
て
根
強
く
残
っ
て

い
た
。

　

そ
う
し
た
多
く
の
障
害
が
あ
り
な
が
ら

も
、
女
性
教
師
は
待
遇
の
改
善
を
求
め
、

そ
の
う
ち
男
性
教
師
の
人
数
を
上
ま
わ

り
、「
幼
稚
園
・
小
学
校
の
教
師
に
は
女

女性歴史文化研究所 第28回シンポジウム報告

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
●講　　師：松田 祐子（大学非常勤講師）
　　　　　　 「近代ヨーロッパにおける女性の社会進出 —フランスの事例 教職を中心に」
　　　　　　松浦 京子（本学文学部歴史学科教授）
　　　　　　 「アマチュア・ヴォランティアからプロフェッションへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　—前世紀転換期イギリスの女性福祉活動から社会進出を考える」
●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）



C
H
R
O
N
O
S

　

京
都
橘
大
学
の
前
身
・
京
都
橘
女
子
大
学
に
女
性
歴
史
文

化
研
究
所
が
開
設
さ
れ
た
の
は
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
で
、

広
報
誌
『CH

RO
N

O
S

［
時
の
鳥
］』
は
三
年
目
の
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
一
〇
月
に
創
刊
さ
れ
た
。「
ク
ロ
ノ
ス
」
は

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
み
え
る
時
を
司
る
神
（
ラ
テ
ン
語
表
記
で

Chronus

）
で
、
造
形
的
に
は
翼
を
も
つ
姿
で
描
か
れ
る
こ
と

が
多
い
。
歴
史
学
と
の
関
連
で
い
う
と
、「
年
代
記
」
の
英
語

表
記Chronology

が
こ
れ
に
由
来
す
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
た

話
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
語
で
は
「
時
鳥
」
と
書
く
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
こ

と
で
、
田
植
え
の
時
を
告
げ
る
頃
に
鳴
く
鳥
で
あ
る
こ
と
に
由

来
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
だ
。
異
称
も
多
く
、
文
学
の
世

界
で
は「
郭
公
」と
か「
不
如
帰
」と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
へ
の
関
心
を
繰
り
返
し
表
出
し
た
の
は
清
少
納
言

で
、
彼
女
は
そ
の
魅
力
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
新
日

本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
第
三
四
段
）

　

四
月
の
つ
ご
も
り
五
月
の
つ
い
た
ち
の
比こ
ろ

ほ
ひ
、
橘
の
葉
の

こ
く
青
き
に
、
花
の
い
と
し
ろ
う
さ
き
た
る
が
、
雨
う
ち
ふ
り

た
る
つ
と
め
て
な
ど
は
、
よ
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。

花
の
な
か
よ
り
、
こ
が
ね
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ

や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
朝
霧
に
ぬ
れ
た
る
、
あ
さ
ぼ
ら
け
の

の
活
動
を
と
ら
え
た
「
京
（
み
や
こ
）
の
女
た
ち
」、
⑤
海
外

の
女
性
関
連
事
情
を
紹
介
す
る
「W

O
RLD

 REPO
RT

」、
⑥

「
女
性
史
・
女
性
学
授
業
紹
介
」、⑦
書
評
・
新
刊
紹
介
の「BO

O
K

 
REV

IEW

」
の
７
コ
ー
ナ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
「
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌
」
は
現
在
に
続
く
唯
一

の
連
載
で
、
一
国
に
は
限
ら
れ
る
が
女
性
の
活
動
の
多
様
な
局

面
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
紹
介
し
て
き
た
点
で
、

当
研
究
所
に
ふ
さ
わ
し
い
連
載
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。「
京

の
女
た
ち
」
は
30
号
で
終
了
し
た
が
、
そ
の
間
に
『
京
都
の
女

性
史
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
に
代
表
さ
れ
る
共
同

研
究
の
成
果
や
、
個
人
の
論
文
・
著
書
を
発
表
し
て
、
そ
の
成

果
を
世
に
問
う
て
き
た
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
「
男
と
女　

美
意

識
の
変
遷
」（
８
～
28
号
）、「
性
と
生
殖
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

（
13
～
24
号
）、「
食
の
歴
史
と
女
性
」（
25
～
39
号
）
な
ど
、学
部
・

学
科
間
の
枠
を
越
え
た
各
種
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
連

動
し
て
の
連
載
も
構
成
し
て
き
た
。『
医
療
の
社
会
史
』（
思
文

閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
も
、
看
護
学
部
設
立
後
の
共
同
研
究

「
看
護
・
医
療
と
歴
史
社
会
」（
29
～
33
号
）
の
成
果
と
連
動
し

て
い
る
。

　

研
究
所
の
広
報
誌
と
い
う
性
格
か
ら
い
え
ば
、
本
学
関
係
者

に
よ
る
研
究
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
を
適
宜
紹
介
し
て
い
く
こ

と
が
、
そ
の
期
待
と
評
価
に
関
わ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

研
究
所
創
設
期
の
教
職
員
は
ほ
と
ん
ど
現
場
を
去
り
、
そ
の

後
の
第
二
・
第
三
世
代
に
活
動
の
中
心
が
移
っ
て
き
て
い
る
。

二
五
年
を
経
、
あ
ら
た
め
て
当
研
究
所
の
足
元
を
見
据
え
る
必

要
も
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
も
込
め
て
、
女
性
史
・
女
性
文
化
と

い
う
共
通
の
土
台
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、
多
様
性
あ
る
研
究

を
進
め
る
た
め
に
、
各
学
科
教
員
に
よ
る
連
載
を
再
開
し
て
誌

面
の
充
実
に
努
力
し
た
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

幻
）
は
、
さ
し
ず
め
そ
の
代
表
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

西
欧
古
典
古
代
文
化
で
生
ま
れ
た
神
ク
ロ
ノ
ス
と
、
東
ア
ジ

ア
文
化
で
認
識
さ
れ
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、「
時
」
を
通
し
て
呼

応
し
、
後
者
は
ま
た
橘
を
介
し
て
人
間
の
感
興
と
交
流
す
る
。

二
七
年
前
の
京
都
橘
大
学
、
英
語
英
文
学
科
・
国
文
学
科
・
歴

史
学
科
の
三
学
科
か
ら
な
る
文
学
部
の
み
の
小
規
模
単
科
大
学

が
設
立
し
た
研
究
所
に
集
っ
た
発
足
時
の
メ
ン
バ
ー
を
回
顧
し

な
が
ら
、『
ク
ロ
ノ
ス
』［
時
の
鳥
］
と
い
う
誌
名
に
込
め
ら
れ

た
意
思
を
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。

　

そ
の
『
ク
ロ
ノ
ス
』
は
、
創
刊
か
ら
二
五
年
を
経
、
号
数
も

本
号
で
42
号
を
数
え
る
。
31
～
39
号
は
年
１
回
発
行
と
し
体
裁

も
変
更
し
た
が
、
40
号
か
ら
は
広
報
誌
の
原
点
に
戻
っ
て
元
の

体
裁
に
戻
し
、
発
行
も
年
２
回
と
し
て
、
研
究
所
の
活
動
や
関

心
の
方
向
を
よ
り
身
近
に
発
信
す
る
よ
う
に
試
み
て
い
る
。

　
『
ク
ロ
ノ
ス
』創
刊
号
は
、①
各
界
の
方
々
の
考
え
を
聞
く「
所

長
対
談
」、②
学
会
の
話
題
を
提
供
す
る
「
学
界
at
ラ
ン
ダ
ム
」、

③
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
の
活
動
を
紹
介
・
解
説
し
た
「
イ
ギ

リ
ス
女
性
生
活
誌
」、
④
京
都
に
お
け
る
各
時
代
の
女
性
た
ち

桜
に
お
と
ら
ず
。
郭ほ
と
と
ぎ
す公の
よ
す
が
と
さ
へ
思
へ
ば
に
や
、
猶
さ

ら
に
い
ふ
べ
う
も
あ
ら
ず
。

　
（
四
月
末
か
ら
五
月
初
め
の
こ
ろ
、
橘
の
青
み
を
増
し
た
葉

の
中
に
真
っ
白
な
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
、
雨
の
降
る
早
朝
に

見
た
り
す
る
と
、
他
に
は
な
い
風
情
を
感
じ
る
も
の
だ
。
花
の

中
の
実
が
黄
金
の
玉
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
見
え
る
と
こ
ろ
な
ど

は
、
朝
露
に
ぬ
れ
た
桜
の
美
し
さ
に
も
劣
ら
な
い
。
ホ
ト
ト
ギ

ス
が
身
を
寄
せ
る
木
と
思
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ら
た
め
て

言
う
必
要
が
な
い
ほ
ど
素
敵
だ
）

　

清
少
納
言
は
、
旧
暦
の
五
月
初
旬
頃
に
花
期
を
迎
え
る
橘
の

風
情
を
、
時
鳥
と
相
ま
っ
て
語
る
。
彼
女
が
記
す
よ
う
に
、
橘

の
開
花
期
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
季
節
は
同
じ
な
の
で
、
こ
の

両
者
の
関
係
に
ち
な
む
描
写
や
表
現
は
、
物
語
・
随
筆
・
和
歌

な
ど
の
文
学
作
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
通
し
て
数
多
く
つ
く

ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
季
節
（
時
間
）
と
の
相
関
が
強
く

理
解
さ
れ
る
だ
け
に
、
現
世
に
生
き
る
人
間
の
過
ぎ
去
っ
た

日
々
へ
の
認
識
や
感
興
を
呼
び
お
こ
す
素
材
と
し
て
も
機
能
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
亡
き
紫
の
上
を
忘
れ
ら
れ
な
い
源
氏
の
も

と
を
夕
霧
が
訪
れ
、
月
光
に
浮
ぶ
橘
の
花
を
眺
め
な
が
ら
思
い

出
話
を
し
て
い
る
と
き
、
不
意
に
聞
こ
え
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴

き
声
に
触
発
さ
れ
て
、
二
人
が
歌
を
詠
む
場
面
（『
源
氏
物
語
』

『 
ク
ロ
ノ
ス 

』
25
年 

増
渕 
徹
　
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
所
長
／
本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授
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　今や情報の発信・収集に欠かせなくなった
SNS ですが、投稿された一言や、一枚の写真が
世の中を動かすことがあります。
　2019 年１月、日本では「#KuToo」運動が話
題となりました。「#KuToo」は、性的被害に対し
て「私も」と声を上げようと呼びかけた「#MeToo」
運動になぞらえ、「靴」と「苦痛」を掛けたもの
です。この運動は、「私はいつか女性が仕事で
ヒールやパンプスを履かなきゃいけないという風
習をなくしたいと思ってるの。（中略）なんで足 
怪我しながら仕事しなきゃいけないんだろう、男
の人はぺたんこぐつなのに。」という投稿がきっ
かけでした。女性にのみハイヒールやパンプスと

いったヒールのある靴の着用が強制されていること 
に疑問を呈したこの投稿に人 は々反応し、多くの
意見が飛び交い、改善を望む約 18,800 人分の
署名が厚生労働省に提出されました。
　この運動が始まって以降、店舗スタッフに 
スニーカーの着用を認める大手携帯電話会社、
社員と就活生にスニーカーの着用を推奨する 

「#スニ活」キャンペーンを実施する会社、制服に 
スニーカーを採用する航空会社などが現われ、今も 
多くのメディアがこの話題を取り上げており、 
その影響の大きさを知ることができます。
　性別によって強制されるものが多く残る現状
は、今後どう変わっていくのでしょうか。

京都橘大学女性歴史文化研究所 研究活動報告

　京都橘大学女性歴史文化研究所は、女性史を中心に据えた西日本で初めての研究機関として 1992 年に
開設され、いくつもの研究を展開し、評価を得てきました。
　本研究所では、女性の置かれている現状や、それが形成されてきた歴史的・文化的環境などについて分析・
研究し、現代社会における女性の地位を高めていくことを大きな目標にしています。同時に「女性」という
視点から歴史を見つめ直すことで、歴史の空白部分を埋め、歴史学全体に深みと広がりをもたせることも 
大きな使命としています。
　現在活動している第 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」は、 
第６プロジェクト「京都の歴史と女性」（1998 〜 2002 年度）の研究成果を発展させ、広い意味で京都に
関係する女性たちを重要な対象として研究を展開することとしています。また、かつてない変化の時期に 
ある現代女性の現状を考えるために、それぞれの時代・地域に生きた女性の具体的な姿を解明し、その個性や
意義を議論できる研究事例を積み上げることを目指しています。

●その他の活動内容●
◦シンポジウム開催 （毎年度 1 回）
　2019 年度「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─」 （2019 年 7 月 6 日開催）
　2018 年度「発信する皇女たち－斎王を中心に－」 （2018 年 11月 25 日開催）　　…など
◦女性歴史文化研究所紀要 （毎年度 3 月発行）
◦広報誌 『CHRONOS（クロノス）［時の鳥］』 （毎年度２回発行）
◦共同研究者による研究会・講演会開催
◦主な出版物
　『身体はだれのものか  ─比較史でみる装いとケア』
　　　　　　　　　　　　　　　　  （昭和堂、2018 年）
　『医療の社会史  ─生・老・病・死』 （思文閣出版、2013年）
　『表象のトランス・ジェンダー ─越境する性』
　　　　　　　　　　　　　　　　　（新典社、2013 年）
　『京都の女性史』 （思文閣出版、2002 年）　　　…など


