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

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

「時」の大空をはばたく鳥を
イメージしています。

 Institute for Women's History & Culture
 Kyoto Tachibana University 
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「愛をあなたに」後藤絢音（本学文学部学生／写真部）

クロノス［時の鳥］vol.45 2021.10
〈巻頭エッセイ〉
異文化コミュニケーション論とジェンダー
イギリス女性生活誌 45
近代日本音楽史を彩る女性たち 6
物語の女性 6
日本の伝統技術を守る 女性の進出 4
女性とスポーツ ─多くのハードルを越えて─
INFORMATION
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国
際
英
語
学
部
の
専
門
科
目
の
う
ち
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
関
係
の
科
目
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
ク
ラ
ス
で
紹
介
し

た
あ
る
参
考
書
の
中
に
、「
共
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と

い
う
項
目
が
あ
っ
た
。
聞
き
慣
れ
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
た
と
え

ば
、
同
じ
日
本
文
化
の
中
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
存
在
し
て
い
る

独
自
の
考
え
方
や
行
動
様
式
を
も
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
場

合
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
指
す
言
葉

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
日
本
で
育
っ
て
、
大
き
く
い
え
ば
、
日
本

文
化
の
中
で
過
ご
し
て
い
る
と
い
え
る
人
々
の
集
団
の
中
に
も
、

育
っ
た
地
域
や
世
代
に
よ
っ
て
、「
大
阪
の
文
化
」
と
か
「
学
生

の
文
化
」と
か
が
存
在
す
る
。ふ
つ
う
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
論
と
い
え
ば
、
日
本
文
化
と
対
比
的
に
み
て
、
諸
外
国
の
文
化

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
を
研
究
す
る
こ
と
が

多
い
が
、同
じ
文
化
の
中
の
「
共
文
化
」
も
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
研
究
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
考
え
方
に
立
て
ば
、
女
性
文
化
も
ひ
と
つ
の
共
文

化
と
扱
わ
れ
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
女
性
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
を
研
究
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
同
じ
参
考
書
の
中
で
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ

れ
て
い
た
。
あ
る
大
学
生
の
男
女
が
つ
き
あ
っ
て
い
る
。
デ
ー
ト

で
の
会
話
で
、
ひ
と
つ
の
す
れ
違
い
が
生
じ
る
。
女
性
が
い
ろ
い

者
は
互
い
に
そ
の
違
い
を
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
を
認
め
合
う
こ
と

が
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
遂
行
に
つ
な
が
る
と
い
え
る
。

八
木
橋
は
、
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
が
好
ま
し

い
も
の
と
し
て
、
女
性
医
師
が
患
者
中
心
に
寄
り
添
っ
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
ス
タ
イ
ル
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
医

療
提
供
者
と
患
者
と
の
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
貢
献
し
、

ひ
い
て
は
、
患
者
の
治
療
に
も
よ
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う

例
を
紹
介
し
て
い
て
大
変
興
味
深
い
（
八
木
橋 

二
〇
一
八
）。

　

し
か
し
、
と
こ
こ
で
考
え
て
し
ま
う
。
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
論
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
実
際
の
言
語

の
使
用
や
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
文
化
に
お
け
る
文
化
価
値
観

の
反
映
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
文
化
に
は
優

劣
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
が
も
と
に
な
っ
て
立
ち
現
れ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
も
優
劣
は
な
く
、
お
互
い
が
そ

れ
ぞ
れ
を
よ
く
理
解
し
あ
う
こ
と
が
大
切
だ
、
と
授
業
で
も
い
つ

も
言
っ
て
い
る
。異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
場
合
、

も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
文
化
に
優
劣
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ス
タ
イ
ル
を
ひ
と
つ
の
共
文
化
と
し
て
み
な
す
、
異
文
化
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
と
ら
え
方
は
、
ど

う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
違
い

を
優
劣
の
な
い
違
い
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
だ
ろ

う
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
係
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ

ル
を「
異
文
化
」の
ひ
と
つ
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
違
い
に
内
在
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
問
題
と
そ
の
解

決
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
。
一
般
に
は
、
男
性
の
用
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ

ル
は
「
力
強
さ
」
や
「
直
接
性
」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
、

女
性
の
言
語
の
用
い
方
は
、「
柔
弱
さ
」「
敏
感
さ
」「
間
接
性
」

を
連
想
さ
せ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

い
ま
、
日
本
語
に
お
け
る
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ

イ
ル
と
し
て
、「
間
接
性
」
と
い
う
の
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
は
、

日
本
語
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な

言
語
学
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
者
に
タ
ネ
ン
（D

eborah 
T
annen

）
と
い
う
人
が
い
る
。
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

関
係
の
著
作
が
多
数
あ
る
が
、
彼
女
の
本
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
ア
メ
リ
カ
人
夫
婦
の
会
話
が
あ
る
。
あ
る
夫
婦
の
ド
ラ
イ
ブ
中

に
、
妻
が
夫
に
「
あ
な
た
は
、
の
ど
は
渇
い
て
い
な
い
？
ち
ょ
っ

と
車
を
止
め
て
何
か
飲
む
？
」
と
聞
く
。
夫
は
、
自
分
は
の
ど
が

渇
い
て
い
な
い
の
で
、
短
く＂N

o

"と
答
え
る
。
そ
の
後
、
家
に

帰
っ
て
か
ら
、
妻
は
、
自
分
は
の
ど
が
渇
い
て
い
て
、
車
を
止
め

て
何
か
飲
み
た
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
女
性

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
は
「
間
接
性
」
が
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
言
語
が
違
っ
て
も
、
か
な
り
広
く
見
ら
れ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
タ
ネ
ン
の

一
連
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ス
タ
イ
ル
と
男
性
の
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ラ
ポ
ー
ル
ト
ー
ク

（rapport-talk

）、
レ
ポ
ー
ト
ト
ー
ク
（report-talk

）
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
間

接
的
に
相
手
と
の
共
通
点
や
共
感
す
る
気
持
ち
を
探
り
な
が
ら
親

近
感
を
も
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
く
。
一
方
、

男
性
に
と
っ
て
は
、
事
実
や
知
識
の
伝
達
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
第
一
義
的
な
目
的
で
あ
り
、
聞
か
れ
た
質
問
に
はY

es

か

N
o

で
直
接
的
に
答
え
て
い
る
。
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
優
劣
の
関
係

で
は
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
違
い
で
あ
り
、
両

ろ
な
悩
み
を
男
性
に
話
し
て
い
る
が
、
男
性
は
、
そ
れ
に
は
、
あ

い
ま
い
な
返
事
し
か
し
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
男
性
は
そ

の
悩
み
に
ひ
と
つ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
に
し
て
、

こ
の
会
話
は
終
わ
る
。
こ
の
一
連
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、

女
性
の
ほ
う
は
不
満
を
い
だ
い
て
い
る
。
こ
の
解
説
と
し
て
、
こ

の
女
性
は
と
に
か
く
親
身
に
な
っ
て
悩
み
を
聞
い
て
ほ
し
か
っ
た

の
に
、
男
性
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
と
い
う
直
接
の
行
動
で

答
え
る
こ
と
が
多
い
た
め
意
識
の
す
れ
違
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
男
性
と
し
て
は
、
誠
意
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ

イ
ル
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
ク
ラ
ス
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
参
考
図
書
と
し

て
、Fred E. Jandt

のA
n Introduction to Intercultural 

Com
m
unication

を
あ
げ
た
。
第
八
版
ま
で
版
を
重
ね
、
英
米

の
大
学
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
定
評
あ
る
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
入
門
書
で
あ
る
。
こ
の
本
に
も
、W

om
en and 

Culture
と
い
う
章
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
章
の
中
に
あ
る

Gender and Com
m
unication

と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
女

性
の
言
語
の
用
い
方
に
つ
い
て
解
説
が
あ
り
、
日
本
語
か
ら
の
例

と
し
て
、
女
性
語
の
「
～
だ
わ
」
や
男
性
語
の
「
～
だ
な
」
な
ど

の
文
の
最
後
に
付
け
る
助
詞
は
、
意
味
の
違
い
と
い
う
よ
り
は
、

あ
る
種
の
ト
ー
ン
の
違
い
を
聞
き
手
に
与
え
る
と
紹
介
さ
れ
て
い

異文化コミュニケーション論とジェンダー

巻頭エッセイ

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

北
林 
利
治
　
本
学
国
際
英
語
学
部
国
際
英
語
学
科
教
授

［
参
考
文
献
］

八
木
橋
宏
勇
「
言
語
学
は
女
性
と
男
性
を
ど
う
見
て
き
た
か
―
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
推
進
に
切
り
込
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
―
」『
杏
林
医
会
誌
』

49
巻
1
号
、
二
〇
一
八
年
、
43

－

49
頁
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松
浦
　
京
子

本
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授

45
●
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 

６

─
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
─

ト
・
ナ
ー
ス
の
職
務
内
容
は
激
務
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
、
そ
の
職
に
は
、

ク
レ
イ
ヴ
ン
の
よ
う
な
「
レ
デ
ィ
・
ナ
ー
ス
」

制
度
の
な
か
っ
た
（
登
録
制
度
の
発
足
は

一
九
一
九
年
）
時
期
に
あ
っ
て
唯
一
の
資
格

登
録
と
し
て
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
は
ま
た
、

　

前
回
紹
介
し
た
ク
レ
イ
ヴ
ン
（
巡
回
訪
問

看
護
が
全
国
展
開
を
迎
え
よ
う
と
し
た
時
期

の
指
導
者
に
し
て
ア
イ
コ
ニ
ッ
ク
な
存
在
）

の
理
念
が
反
映
さ
れ
た
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女

王
在
位
記
念
看
護
師
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

（
QI
と
略
）」
は
、
女
王
の
在
位
五
〇
年
を

記
念
し
て
全
国
の
女
性
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
基

金
の
活
用
先
と
し
て
女
王
自
身
が
選
定
し
た

結
果
、
一
八
八
九
年
に
発
足
し
た
巡
回
訪
問

看
護
の
全
国
統
括
組
織
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン

の
本
部
（
ホ
ー
ム
）
で
養
成
し
た
デ
ィ
ス
ト

リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
を
各
地
の
訪
問
看
護
組
織

に
派
遣
し
て
優
れ
た
看
護
を
全
国
的
に
提
供

し
、
ま
た
地
区
看
護
組
織
の
結
成
を
支
援
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
QI
で
養
成
さ

れ
た
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
は
、
本
部

の
登
録
簿
に
名
が
記
載
さ
れ
た
の
ち
、
各
地

の
看
護
協
会
と
雇
用
契
約
を
結
び
そ
の
地
へ

赴
任
す
る
一
方
で
、
QI
か
ら
派
遣
さ
れ
る
査

察
員
の
監
督
と
支
援
を
受
け
る
義
務
と
権
利

を
負
っ
た
。
こ
の
監
督
指
導
の
た
め
の
査
察

と
言
え
る
育
ち
の
よ
い
中
流
階
級
出
身
の
女

性
が
従
事
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
一
九
一
七
年
刊
行
の
B
・
N
・

ヘ
ッ
ダ
ー
マ
ン
に
よ
る
手
記
『
ア
ラ
ン
島
で

の
生
活
に
つ
い
て
─
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
沖
合
の

離
島
で
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
の
経

験
─
』
は
、
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
僻
地
で
の
巡

回
訪
問
看
護
の
過
酷
さ
を
描
き
だ
し
た
も
の

で
あ
る
が
、「
育
ち
の
よ
い
女
性
」
が
周
囲

か
ら
反
対
さ
れ
な
が
ら
も
、
QI
の
理
念
に
呼

応
し
て
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
に
志
願
し
た

心
情
を
語
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
世
紀
初
頭
、
社
会
評
論
を

次
々
に
発
表
し
て
評
判
を
得
た
Ｍ
・
ロ
ー
ン

も
、
理
念
に
呼
応
し
た
一
人
で
あ
る
。
彼
女

は
当
時
、素
性
を
詳つ
ま
びら

か
に
し
な
い
ま
ま（
お

そ
ら
く
立
場
上
控
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）、

一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
『
女
王
陛
下
の
貧
民

た
ち
』
を
皮
切
り
に
、『
イ
ギ
リ
ス
人
の
城
』

『
彼
ら
の
視
点
か
ら
』
な
ど
の
六
編
の
著
作

を
発
表
し
て
い
る
の
だ
が
、そ
れ
は
、ク
ィ
ー

ン
ズ
・
ナ
ー
ス
と
し
て
実
際
に
出
会
っ
た
患

者
や
家
族
に
つ
い
て
の
見
聞
を
も
と
に
、
社

会
に
向
け
て
あ
る
種
の
問
題
告
発
、
提
言
を

為
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
著
作
は
当
時
の
貧
民
層
の
生
活

実
態
を
描
き
出
し
た
も
の
と
し
て
当
時
評
判

を
呼
び
、
ま
た
、
今
も
社
会
史
研
究
の
重
要

な
史
料
と
し
て
も
名
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼

女
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
も
お
こ
な
わ
れ
、

現
在
で
は
マ
ー
サ
・
ジ
ェ
イ
ン
・
ロ
ー
ン
が

巡
回
訪
問
看
護
の
専
門
家
と
し
て
の
技
量
の

保
障
ば
か
り
で
な
く
、
女
王
か
ら
ロ
イ
ヤ

ル
・
チ
ャ
ー
タ
ー
（
勅
許
）
を
授
け
ら
れ
た

組
織
に
属
し
て
い
る
と
い
う
矜
持
を
自
他
と

も
に
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
彼
女
た
ち
は
、「
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
」

と
特
別
に
呼
ば
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
し

と
し
て
の
バ
ッ
ジ
を
授
与
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
QI
本
部
に
お
い
て
編
集
さ
れ
る
機
関
誌

『
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』

を
通
じ
て
情
報
の
交
換
、
連
帯
を
深
め
る
こ

と
も
で
き
た
。こ
う
し
て
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー

ス
は
、
貧
民
層
の
患
者

に
対
す
る
奉
仕
の
精
神

を
帯
び
た
看
護
専
門
職

者
と
し
て
高
い
水
準
の

看
護
ケ
ア
を
提
供
し
、

そ
の
傍
ら
で
教
育
・
教

化
を
行
い
生
活
の
向
上

改
善
を
促
す
と
い
う
責

務
を
負
っ
て
全
国
に
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女

た
ち
は
、
ク
レ
イ
ヴ
ン

の
、
も
と
い
ナ
イ
テ
ィ

ン
ゲ
ー
ル
の
理
想
を
体

現
す
る
存
在
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

実
際
、
上
述
の
理
念

に
呼
応
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

員
の
派
遣
こ
そ
が
全
国
統
轄
組
織
と
し
て
の

QI
の
眼
目
で
あ
り
、
巡
回
訪
問
看
護
の
質
の

均
質
化
、
そ
し
て
維
持
・
向
上
が
図
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
半
ば
の
巡
回
訪
問
看

護
組
織
化
の
揺
籃
期
に
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

ト
・
ナ
ー
ス
の
監
督
は
富
裕
な
中
流
階
級
女

性
の
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
活
動
の
一
環
で
あ
っ
た

が
、
よ
う
や
く
看
護
活
動
そ
の
も
の
の
監
督

指
導
が
専
門
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

登
録
名
簿
へ
の
名
前
の
記
載
は
、
ナ
ー

ス
た
ち
に
と
っ
て
、
看
護
師
の
国
家
登
録

クィーンズ・インスティテュート初代総監督ロザリンド・
パジェ、功績により勲爵士位を授与され、デイム（男
性のサーに当たる）の称号を付けて示されている。
出典：Mary Stocks, A Hundred Years of District 

Nursing,  London,1960.

クィーンズ・ナースの証である
バッジ。ヴィクトリア女王を表
す文字があしらわれている。
左のパジェの写真のように身
に着けた。
出典：Mary Stocks, A Hundred 

Years of District Nursing, 
London,1960.

クィーンズ・インスティテュート傘下のリバプール地区看護協会が発行した報告
書（1897 年ころ）に掲載された「ヴィクトリア女王によるクィーンズ・ナースへ
のバッジ授与」を描いた挿絵
出典：Susan Cohen, The District Nurse, Oxford,2012.
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こ
で
、
一
八
九
七
年
に
は
州
単
位
で
の
看
護

協
会
の
加
盟
を
可
能
と
し
、
こ
の
州
協
会
の

傘
下
に
郡
部
の
地
区
協
会
を
置
く
と
い
う
か

た
ち
で
の
加
盟
を
促
す
体
制
を
整
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
州
協
会
傘
下
の

郡
部
看
護
協
会
の
活
動
は
、
州
協
会
に
赴
任

し
た
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
の
監
督
・
支
援

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
時
に
、
QI

登
録
の
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
で
は
な
く
、

そ
の
財
政
力
や
需
要
に
応
じ
た
看
護
助
産
師

V
illage N

urse M
idw
ife

（
助
産
師
の
資

格
に
加
え
て
州
協
会
が
独
自
に
設
け
た
看
護

師
養
成
課
程
を
修
め
た
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・

ナ
ー
ス
）
を
雇
用
す
る
こ
と
で
活
動
を
維
持

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
地
方
の
保
健
衛
生
当
局
と
連
携
し
て
各

看
護
協
会
の
ナ
ー
ス
た
ち
が
保
健
活
動
を
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
各
地

の
地
区
看
護
協
会
が
公
的
な
財
政
支
援
を
う

け
る
基
盤
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
体
制
変
更
は
巡
回
訪
問
看
護
に

お
い
て
二
種
類
の
ラ
ン
ク
の
看
護
師
の
併
存

を
容
認
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ

り
一
九
世
紀
末
以
降
、
郡
部
、
農
村
部
に
ま

で
QI
の
管
轄
下
に
あ
る
巡
回
訪
問
看
護
の
拡

大
が
進
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
実
際
、

一
九
〇
二
年
、
加
盟
地
区
協
会
は
三
四
八
、

州
協
会
は
九
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
一
五
年

に
は
、
地
区
協
会
六
二
七
、
州
協
会
二
七
と

い
う
よ
う
に
着
実
な
拡
大
が
確
認
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
看
護
師
登
録
制
度
の
発

の
看
護
活
動
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
雇
用
契

約
を
結
ん
だ
地
区
看
護
協
会
を
主
宰
す
る

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
女
性
の
協
力
は
あ
っ
た
と

は
い
え
、
孤
独
感
や
疎
外
感
に
さ
い
な
ま
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、『
ク
ィ
ー
ン

ズ
・
ナ
ー
ス
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
へ
の
投
稿

に
も
、
先
に
挙
げ
た
ヘ
ッ
ダ
ー
マ
ン
の
手
記

に
も
、そ
う
し
た
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

実
績
を
挙
げ
た
ロ
ー
ン
も
、
こ
の
点
に
つ
い

て
著
作
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。

　

加
え
て
、
地
方
、
と
り
わ
け
郡
部
に
お
い

て
は
、
訪
問
症
例
が
少
な
く
、
か
つ
助
産
活

動
が
中
心
に
な
る
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
不
満
、
疑
問
を

感
じ
る
ナ
ー
ス
が
い
た
こ
と
が
『
ク
ィ
ー
ン

ズ
・
ナ
ー
ス
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
誌
の
投
稿
か

ら
う
か
が
え
る
。
高
い
使
命
感
と
看
護
専
門

職
者
と
し
て
自
負
が
あ
る
だ
け
に
、
あ
る

種
の
焦
燥
感
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
そ
の
一
方
、
大
都
市
部
で
の
勤
務
は
、

ホ
ー
ム
に
寄
宿
し
て
の
組
織
活
動
に
な
る

が
、
激
務
の
連
続
と
な
り
、
ロ
ー
ン
自
身
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
体
力
、
精
神
を
す

り
減
ら
し
て
健
康
を
害
し
て
退
職
す
る
と
い

う
事
例
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

前
回
紹
介
し
た
ク
レ
イ
ヴ
ン
に
よ
る
『
手
引

き
』
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
貧
民
に
対
す

る
真
の
愛
情
と
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
悲

惨
な
状
況
を
和
ら
げ
た
い
と
心
か
ら
思
う
気

持
ち
」
が
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
い
仕
事
で

該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

マ
ー
サ
は
、
一
八
五
二
年
に
海
軍
将
校
の
長

女
と
し
て
生
ま
れ
、
父
の
リ
タ
イ
ア
後
の

一
八
八
六
年
、
三
四
歳
の
と
き
、
看
護
師
を

目
指
し
て
チ
ャ
リ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
病
院
で
訓

練
に
入
り
、
病
棟
看
護
師
や
看
護
師
長
と
し

て
の
経
験
を
積
ん
だ
後
、一
八
九
三
年
九
月
、

QI
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
養
成
課
程

に
入
所
し
て
い
る
。翌
年
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー

ス
と
し
て
登
録
さ
れ
て
、
ま
ず
ダ
ー
ビ
ー
シ

ア
の
バ
ク
ス
ト
ン
で
の
巡
回
訪
問
看
護
に
従

事
し
た
後
、
一
八
九
七
年
か
ら
は
ポ
ー
ツ
マ

ス
地
区
看
護
協
会
の
監
督
（
査
察
員
）
を
務

め
、
一
九
〇
五
年
に
健
康
問
題
で
辞
職
す
る

ま
で
の
間
、
看
護
協
会
の
運
営
や
当
地
で
の

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
の
養
成
に
手
腕

を
発
揮
し
高
い
評
価
を
得
た
と
い
う
女
性
で

あ
る
。

　

彼
女
の
著
作
か
ら
は
、
教
化
・
教
育
に
よ

る
影
響
の
行
使
、
す
な
わ
ち
デ
ィ
ス
ト
リ
ク

ト
・
ナ
ー
ス
の
果
た
す
教
導
の
重
要
性
が
強

く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
著

作
を
発
表
す
る
こ
と
で
そ
の
思
い
を
世
に
発

信
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
彼

女
の
経
歴
や
そ
の
認
識
は
、
ナ
イ
テ
ィ
ン

ゲ
ー
ル
や
ク
レ
イ
ヴ
ン
が
理
想
と
し
た
「
良

い
出
自
と
教
養
に
高
い
使
命
感
を
も
っ
た
」

ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
の
そ
れ
と
言
っ
て
よ

い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
使
命
感
に
燃
え
て
全
国
に
赴

任
し
て
い
っ
た
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
で
は

足
に
よ
っ
て
徐
々
に
す
べ
て
の
巡
回
訪
問
看

護
従
事
ナ
ー
ス
も
正
規
登
録
ナ
ー
ス
と
な
っ

て
い
く
が
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
と
と
も

に
州
看
護
協
会
が
養
成
し
傘
下
に
置
く
デ
ィ

ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス
が
活
動
す
る
こ
と

は
、
当
該
地
域
に
親
し
み
と
理
解
が
あ
り
、

ゆ
え
に
疎
外
感
や
孤
立
感
を
あ
ま
り
持
た
ず

に
済
む
ナ
ー
ス
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
辺
境

の
地
区
看
護
協
会
で
第
一
次
大
戦
直
後
か
ら

１
９
６
０
年
代
ま
で
活
動
を
つ
づ
け
、
そ
の

評
伝
が
残
る
ハ
ン
ナ
・
ミ
ル
ズ
・
エ
ヴ
ァ
ン

ズ
の
事
例
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
例
に
当
た

る
。
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ナ
ー
ス

の
活
躍
に
よ
っ
て
郡
部
で
の
活
動
は
支
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
九
世
紀
末
以
降
、
QI
の
統
括

の
下
、
各
地
に
地
区
看
護
協
会
が
設
立
さ
れ

て
い
き
、
巡
回
訪
問
看
護
制
度
の
全
国
展
開

が
進
ん
だ
。
そ
れ
は
地
域
の
巡
回
訪
問
看
護

体
制
の
定
着
の
み
な
ら
ず
、
保
健
衛
生
の
増

進
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
体
制
の
形
成
な
ど

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー
ス
が
各
地
に

赴
任
し
奮
闘
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
影
響
を
受
け
て
各
地
で
誕
生
し
、
同

じ
く
奮
闘
活
躍
し
た
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・

ナ
ー
ス
た
ち
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
、

彼
女
た
ち
こ
そ
が
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
レ

ジ
ェ
ン
ド
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、だ
か
ら
こ
そ
、

職
業
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
経
済
的
自
立
ば
か

り
で
な
く
社
会
的
貢
献
に
よ
る
自
己
価
値
の

確
認
を
求
め
た
い
と
願
う
中
流
階
級
女
性
、

言
い
換
え
れ
ば
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
的
心
情
に
共
感
す
る

一
定
数
の
女
性
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
に
指
摘
し
た

地
方
郡
部
に
お
け
る
訪
問

看
護
の
件
数
の
少
な
さ
と

症
例
の
偏
り
な
ど
は
、
実

際
問
題
と
し
て
巡
回
訪
問

看
護
体
制
の
全
国
区
展

開
に
と
っ
て
も
課
題
と

な
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ナ
ー

ス
を
派
遣
す
る
条
件
と
し

て
加
盟
す
る
地
区
看
護
協

会
に
対
し
て
QI
が
求
め
て

い
た
一
律
の
基
準
（
報
酬

や
待
遇
な
ど
）
は
、
都
市

の
看
護
協
会
で
は
ク
リ
ア

で
き
て
も
、
人
口
が
少
な

く
そ
れ
ゆ
え
に
寄
付
や
会

費
に
基
づ
く
財
政
基
盤
が

脆
弱
と
な
る
郡
部
で
は
対

応
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

看
護
協
会
の
設
立
を
妨
げ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

あ
る
が
、
皆
が
皆
大
活
躍
し
達
成
感
を
得
ら

れ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
も
な
か
っ

た
ろ
う
。
地
方
へ
の
赴
任
で
あ
れ
ば
、
た
っ

た
一
人
、
見
知
ら
ぬ
地
で
の
過
酷
な
環
境
下

1905 年ころのリバプールの地区看護協会（Liverpool Queen Victoria District Nursing Association）のクィーンズ・ナー
スの活動の様子。患者は協会が提供した車椅子に乗っている。労働者住宅前の街路での撮影。
出典：Susan Cohen, The District Nurse, Oxford,2012.
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し
て
は
、
奈
何
に
同
情
を
表
し
て
、
慰
め
た

り
、
勵
し
た
り
し
て
呉
れ
た
か［
中
略
］眞ほ
ん
た
う個

に
私
を
知
つ
て
、
私
の
繪
を
觀
て
呉
れ
る
人

は
―
彼あ
の
を
ん
な女で

す
」と
述
べ
、
清
乃
に「
貴
方
も

孤
獨
な
ら
、私
も
孤
獨
だ
」と
語
り
か
け
る
。

　

外
面
的
な
成
功
と
は
裏
腹
に
、
糸
重
は
両

親
や
兄
と
い
っ
た
身
近
な
人
々
を
亡
く
し
、

次
姉
の
家
族
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。藤
村

は
糸
重
に
、華
や
か
な
音
楽
家
で
は
な
く
、孤

独
な
魂
を
持
ち
、
西
洋
音
楽
に
立
ち
向
か
っ

て
い
く
姿
を
見
出
し
て
、
共
鳴
し
、
勇
気
づ

け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。新
し
い
文
学
を
志
し

て
い
た
藤
村
に
と
っ
て
、
短
い
期
間
で
あ
っ

た
が
、
糸
重
は
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。対

し
て
、
糸
重
は
上
記
の
文
章
で
、「
い
か
で
今

日
ひ
と
日
と
ゞ
ま
り
て
、
布
引
の
觀
音
を
と

と
ゞ
め
ら
れ
ぬ
れ
ど
、
さ
は
る
事
あ
れ
ば
輕

井
澤
に
歸
り
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
の
み
で
あ

る
。（
以
下
次
号
）

人
、小
花
清
泉
は「
明
治
三
十
年
前
後
の
音
樂

會
で
は
、
幸
田
女
史
の
ヴ
ア
イ
オ
リ
ン
と
相

並
ん
で
、
橘
女
史
の
ピ
ヤ
ノ
が
演
奏
の
花
形

だ
つ
た
。［
中
略
］
學
生
服
の
上
田
敏
君
や
島

崎
藤
村
氏
の
青
年
姿
な
ど
が
見
ら
れ
た
」
と

語
っ
て
い
る
。経
費
節
減
の
た
め
、一
八
九
三

年
に
、
東
京
音
楽
学
校
は
高
等
師
範
学
校
附

属
と
な
る
。西
洋
化
に
対
す
る
反
動
的
な
世

相
の
中
、音
楽
界
は
、一
時
的
に
停
滞
の
時
期

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。糸
重
は
、一
八
九
三
年

一
二
月
の
学
友
会
演
奏
会
で
フ
ン
メ
ル
の

《
変
ホ
長
調
ソ
ナ
タ
》を
独
奏
し
て
い
る
。

　

音
楽
会
そ
の
も
の
が
珍
し
か
っ
た
頃
、
そ

れ
は
西
洋
文
化
に
憧
れ
る
青
年
た
ち
が
集
う

催
し
で
も
あ
っ
た
。糸
重
の
演
奏
は
、ど
の
よ

う
に
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。東
京

音
楽
学
校
の
卒
業
式
は
、
卒
業
生
や
関
係
者

の
演
奏
発
表
の
場
で
も
あ
っ
た
。上
田
敏
は
、

『
文
学
界
』第
三
一
号（
一
八
九
五
年
七
月
）に

掲
載
さ
れ
た「
西
樂
月
旦
」の
中
で
、
同
年
七

月
の
卒
業
式
の「
當
日
の
白
眉
」と
し
て
、
糸

重
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
独
奏
を
挙
げ
、「
感

籠
り
情
豐
か
に
器
械
的
彈
法
の
域
を
脫
出
し

た
る
は
同
孃
の
特
色
に
し
て
、
先
に
フ
ン
メ

ル
が
變
ホ
調
ソ
ナ
タ
の
獨
奏
に
喝
采
を
博
し

て
よ
り
玆
に
三
年
を
經
て
、
其
妙
技
を
示
さ

れ
た
り
」と
述
べ
て
い
る
。敏
は
、
以
前
に
も

糸
重
の
フ
ン
メ
ル
の
ソ
ナ
タ
の
演
奏
に
言

及
し
て
い
て
、
強
い
印
象
を
持
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は「
感
情
豊
か
な
演
奏
」と

け
が
女
性
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
友
人
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。こ
こ
か

ら
は
、
音
楽
を
他
の
文
化
と
相
対
化
し
て
眺

め
て
い
る
藤
村
の
姿
が
う
か
が
え
る
。

　

藤
村
の
小
説
、『
水
彩
画
家
』（
一
九
〇
四

年
）
に
登
場
す
る
柳
澤
清
乃
は
、『
家
』

（
一
九
一
一
年
）に
お
け
る
曽
根
千
代
と
と
も

に
、
糸
重
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
か
れ
た
女
性

で
あ
る
。『
水
彩
画
家
』
で
は
、
留
学
帰
り
の

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
清
乃
が
、
二
人
の
婦
人

伝
道
師
と
軽
井
沢
に
避
暑
に
来
て
、
船
旅
で

一
緒
に
な
っ
た
画
家
で
、
主
人
公
の
鷹
野
伝

吉
を
訪
ね
て
く
る
場
面
が
描
か
れ
る
。糸
重

は
留
学
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
避
暑
に
行
っ

た
軽
井
沢
か
ら
小
諸
に
足
を
伸
ば
し
て
、
小

諸
義
塾
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
藤
村

と
会
っ
て
い
る
。そ
し
て
糸
重
は
、『
こ
こ
ろ

の
華
』第
三
巻
第
一
〇
号（
一
九
〇
〇
年
一
〇

月
）に
掲
載
さ
れ
た「
那
木
の
下
枝（
其
二
）輕

井
澤
日
記
の
う
ち
小
諸
の
半
日
」
の
中
で
、

「
見
給
へ
こ
れ
は
此
あ
た
り
に
て
鐵
道
艸
と

い
ふ
な
り
と
、
我
ら
を
あ
な
い
せ
ら
る
ゝ
藤

村
の
君
ゆ
び
さ
し
給
ふ
」と
、面
白
い
名
前
の

草
に
つ
い
て
説
明
す
る
藤
村
や
、
千
曲
川
の

様
子
を
描
い
て
い
る
。藤
村
の
小
説
で
は
、上

田
出
身
の
純
朴
な
妻
お
初
と
対
比
し
て
描
か

れ
る
芸
術
家
清
乃
に
つ
い
て
、
伝
吉
は
、「
な

か
く
確し
つ
か
り乎
と
し
た
、高
尚
な
思か
ん
が
へ想
の
あ
る
、男

ら
し
い
女
で
、
反
っ
て
此こ
つ
ち方
が
恥
か
し
い
と

思
ふ
位
な
ん
で
す
。彼
人
が
私
の
事し
ご
と業

に
對

修
め
た
。三
重
で
両
親
が
習
っ
て
い
た
佐
佐

木
弘
綱
の
二
代
続
い
て
の
門
人
で
あ
り
、
後

に
、
短
歌
結
社
・
竹
柏
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー

の
一
人
と
な
る
。

　

糸
重
は
、
音
楽
取
調
掛
が
東
京
音
楽
学
校

と
な
っ
た
翌
年
の
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）

年
に
入
学
し
て
、
ピ
ア
ノ
を
専
攻
し
た
。芸

術
や
語
学
へ
の
関
心
と
と
も
に
、
幼
い
頃
か

ら
箏
を
習
っ
て
い
た
こ
と
が
、
動
機
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。東
京
音
楽
学
校

に
は
、
音
楽
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
デ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
が
着

任
し
、
同
校
が
少
し
ず
つ
本
格
的
な
芸
術
教

育
機
関
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ

る
。一
八
八
九
年
に
は
、幸
田
延
が
六
年
間
の

留
学
に
旅
立
っ
た
。糸
重
は
、
在
学
中
よ
り
、

東
京
音
楽
学
校
を
中
心
と
す
る
演
奏
会
に
連

弾
や
独
奏
で
た
び
た
び
出
演
し
て
い
た
。た

と
え
ば
、
一
八
九
一
年
一
一
月
の
同
好
会
慈

善
音
楽
会
の
《
ソ
ナ
タ
》（
作
曲
者
名
不
明
）

の
演
奏
に
つ
い
て
、『
音
樂
雑
誌
』第
一
四
号

（
一
八
九
一
年
一
一
月
）
の
「
同
好
會
音
樂
會

の
批
評
」
で
は
、「
橘
絲
重
子
の
洋
琴
（
ソ
ナ

タ
）は
御
熟
練
の
程
感
服
の
至
り
也
」と
書
か

れ
て
い
る
。

　

一
八
九
二（
明
治
二
五
）年
に
本
科
専
修
部

を
首
席
で
卒
業
し
た
糸
重
は
、
選
ば
れ
て
研

究
生
、授
業
補
助
と
し
て
音
楽
学
校
に
残
り
、

一
八
九
六
年
に
助
教
授
を
経
て
、
一
九
〇
一

年
に
は
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
る
。竹
柏
会
の
歌

と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

デ
ィ
ッ
ト
リ
ッ
ヒ
の
帰
国
後
、
糸
重
は
幸
田

幸（
延
の
妹
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
）と
並
び
、

音
楽
学
校
の
ホ
ー
プ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
糸
重
と
の
交
わ
り
で
知
ら
れ

る
の
が
、
島
崎
藤
村
で
あ
る
。明
治
学
院
で
、

キ
リ
ス
ト
教
を
通
し
て
西
洋
音
楽
に
触
れ
た

藤
村
は
、明
治
女
学
校
、そ
の
後
仙
台
の
東
北

学
院
の
教
師
を
約
一
年
勤
め
て
東
京
に
戻

り
、
一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
四
月
か
ら
一

年
間
、
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
京
音
楽
学

校
の
専
科
で
、糸
重
に
ピ
ア
ノ
を
習
っ
た
。専

科
と
は
、ピ
ア
ノ
、ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、唱
歌
の

う
ち
一
～
三
科
を
選
ん
で
修
め
る
コ
ー
ス
で

あ
る
。同
年
四
月
の

同
声
会
春
期
演
奏
会

を
聞
い
た
藤
村
は
、

五
月
二
日
の
『
読
売

新
聞
』
に
掲
載
さ
れ

た「
土
曜
日
の
音
楽
」

の
中
で
、
翻
訳
し
な

け
れ
ば
伝
わ
ら
な
い

詩
歌
や
小
説
と
比
べ

て
、
音
楽
は
直
に
聴

衆
の
心
に
伝
わ
る
と

述
べ
、
男
子
に
よ
り

伝
え
ら
れ
た
西
洋
文

学
、
絵
画
や
宗
教
な

ど
に
対
し
、
音
楽
だ

　

文
学
と
も
ゆ
か
り
の
深
い
初
期
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
を
も
う
一
人
あ
げ
て
お
こ
う
。橘
糸い
と
え重

（
一
八
七
三
─
一
九
三
九
［
明
治
六
─
昭
和

一
四
］年
）は
、
亀
山
藩
御
典
医
良
珉
と
亀
山

藩
の
士
族
出
身
の
母
さ
ち
子
の
三
女
と
し

て
、
亀
山
市
に
生
ま
れ
た
。そ
の
年
に
、
五
人

の
子
ど
も
を
残
し
て
父
が
亡
く
な
り
、翌
年
、

母
と
と
も
に
東
京
に
出
た
。お
そ
ら
く
大
学

東
校
（
東
大
医
学
部
の
前
身
）
で
勉
学
中
で

あ
っ
た
兄
を
頼
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
兄
は

一
八
八
三
年
に
、
若
く
し
て
任
地
仙
台
に
て

没
し
て
し
ま
う
。糸
重
は
、東
京
師
範
学
校
附

属
小
学
校
を
卒
業
し
、母
親
に
連
れ
ら
れ
て
、

東
京
に
出
て
き
た
歌
人
の
佐
佐
木
弘
綱
に
国

語
学
や
和
歌
を
学
び
、
後
に
子
息
の
信
綱
に

師
事
す
る
。そ
の
傍
ら
、英
語
や
ド
イ
ツ
語
も

主
要
参
考
文
献
：

秋
山
竜
英
編
著
『
日
本
の
洋
楽
百
年
史
』
第
一

法
規
出
版
、
一
九
六
六
年

上
田
敏
『
上
田
敏
全
集　

第
八
巻
』
改
造
社
、

一
九
三
〇
年

『
こ
こ
ろ
の
華
』
第
三
巻
第
一
〇
号
、
第
四
三
巻

第
一
〇
号
、（
一
九
〇
〇
年
一
〇
月
、
一
九
三
九

年
一
〇
月
）

島
崎
藤
村
『
藤
村
全
集　

第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
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　

演
奏
会
篇
』
第
一
巻
、
音

楽
之
友
社
、
一
九
九
〇
年

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
児童教育学科教授

6
歌人ピアニスト 
橘 糸重 
（その1 ）

島崎藤村（小諸時代）旧宅　（筆者撮影）
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点
で
は
共
通
）
で
あ
り
、
男
君
と
決
し
て
対

等
で
は
な
い
。
男
君
が
異
性
装
で
内
向
的
な

日
常
生
活
を
過
ご
し
つ
つ
も
女
東
宮
に
対
し

て
は
男
性
と
し
て
振
る
舞
っ
た
点
か
ら
も
、

等
価
で
な
い
（
む
し
ろ
女
性
に
負
性
を
強
い

て
い
る
）
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
望

ま
な
い
懐
妊
の
結
果
、
四
の
君
は
一
時
的
と

は
い
え
親
か
ら
勘
当
さ
れ
て
行
き
場
を
失

い
、
ま
た
、
女
君
や
女
院
が
自
分
の
子
ど
も

に
対
し
て
母
と
名
乗
れ
な
い
と
い
う
新
た
な

問
題
も
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
四
の
君
も
宰

相
中
将
と
の
子
ど
も
の
存
在
に
負
い
目
を
抱

え
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
も
決
し
て
男
女
等
価

の
「
と
り
か
へ
ば
や
」
で
は
な
い
、
当
時
の

男
系
社
会
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的
立
場
の

弱
さ
が
伺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

二
十
世
紀
末
に
な
っ
て
「
男
ら
し
さ
」「
女

ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
な
い
点
が
よ
う
や
く
評

価
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

で
あ
る
が
、
女
装
で
大
人
し
い
男
君
よ
り
も

男
装
で
官
人
と
し
て
の
び
の
び
活
躍
し
た
女

君
の
前
半
生
に
注
目
が
集
ま
る
の
は
、
当
時

の
社
会
制
度
に
回
収
さ
れ
な
か
っ
た
由
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
現
在
な
お
男
系
重
視
が
残
っ

て
い
る
こ
と
へ
の
女
性
た
ち
の
批
判
的
視
線

の
な
せ
る
わ
ざ
で
も
あ
ろ
う
。

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
性
格
の
違
い

が
異
性
装
へ
と
発
展
し
、「
遊
び
」
の
選
択
、

さ
ら
に
人
生
へ
と
、
当
時
の
男
女
間
の
強
固

な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
き
ょ
う
だ
い
の
生
活
に
影

を
お
と
し
て
ゆ
く
。

　

女
君
は
元
服
す
る
と
出
仕
し
、
帝
か
ら
は

女
一
の
宮
の
婿
に
と
望
ま
れ
る
が
、
父
方
の

伯
父
右
大
臣
か
ら
娘
（
四
の
君
）
と
の
縁
談

を
持
ち
込
ま
れ
て
形
ば
か
り
の
夫
婦
生
活
を

送
る
羽
目
に
な
る
。
一
方
、
男
君
は
裳
着
の

後
、
尚
な
い
し
の
か
み
侍
（
＝
女
官
、
内
侍
司
の
長
官
）
と

な
っ
て
、
皇
嗣
不
在
の
た
め
に
立
太
子
し
た

女
一
の
宮
（
女
東
宮
）
に
仕
え
、東
宮
と
書
、

絵
画
、
琴
に
興
じ
る
う
ち
に
、
内
気
だ
っ
た

性
格
も
次
第
に
開
放
的
に
な
る
。

　

女
君
の
「
妹
の
姫
君
」
に
興
味
を
示
し
た

宰
相
中
将
で
あ
っ
た
が
、
女
君
の
妻
で
あ
る

四
の
君
と
密
通
し
懐
妊
さ
せ
た
ば
か
り
か
、

さ
ら
に
異
性
装
を
見
破
っ
て
女
君
ま
で
懐
妊

さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
女
君
は
男
性
官
人
と

し
て
の
生
活
に
終
止
符
を
打
つ
決
意
を
し
、

ま
れ
た
二
の
宮
は
東
宮
に
な
り
、
男
君
も
関

白
と
な
っ
て
大
団
円
で
幕
が
下
り
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
場
面
が

多
々
あ
る
も
の
の
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
的

な
美
質
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
父
を
悩
ま
せ
た

「
と
り
か
へ
ば
や
」
は
、
き
ょ
う
だ
い
が
生

ま
れ
な
が
ら
の
性
（
身
体
的
で
は
あ
る
が
）

に
復
す
こ
と
で
、
家
を
嗣
ぐ
男
子
と
、
皇
室

に
入
っ
て
皇
子
（
次
代
の
天
皇
）
を
産
む
女

子
を
得
た
こ
と
で
当
時
の
社
会
制
度
の
理
想

を
実
現
し
て
め
で
た
く
物
語
を
閉
じ
て
い

る
。
女
東
宮
も
女
君
の
産
ん
だ
皇
子
が
東
宮

に
立
っ
た
た
め
に
即
位
せ
ず
、（
鳥
羽
天
皇

の
皇
女
八
条
院
の
史
実
に
よ
る
も
の
か
）
女

院
に
な
る
こ
と
で
収
ま
り
を
つ
け
て
い
る
。

「
き
ょ
う
だ
い
」
は
前
半
生
を
異
性
装
で
社

会
を
生
き
た
が
、
と
も
に
同
性
愛
に
は
至
ら

ず
、
そ
の
役
割
は
男
装
の
女
君
に
迫
っ
た
宰

相
中
将
が
担
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、『
無
名

草
子
』
は
（「
古
と
り
か
へ
ば
や
」
に
対
し

て
で
あ
る
が
）
宰
相
中
将
の
同
性
愛
的
行
為

は
不
問
に
し
、
女
君
の
男
装
の
ま
ま
で
の
女

性
性
（
出
産
や
月
の
障
り
）
を
非
難
し
て
い

る
。「
と
り
か
へ
ば
や
」
と
は
い
え
身
体
的

な
リ
ス
ク
を
負
う
の
は
常
に
女
君
（
四
の
君

も
女
東
宮
も
望
ま
な
い
懐
妊
を
強
い
ら
れ
た

差
意
識
に
回
収
さ
れ
て
は
い
る
が
、
女
性
東

宮
の
登
場
や
、
男
装
の
女
君
に
男
性
が
迫
る

場
面
が
あ
り
、
二
十
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も

な
お
「
変
態
的
」
だ
と
酷
評
さ
れ
て
い
た
。

　

主
人
公
の
女
君
は
物
語
の
前
半
で
男
性
官

人
と
し
て
出
世
す
る
が
、本
稿
で
は
「
女
君
」

で
統
一
し
、
兄
弟
は
女
官
の
時
代
も
含
め
て

「
男
君
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

権
大
納
言
（
で
兼
大
将
）
に
は
、
二
人
の

妻
が
あ
り
、
源
宰
相
の
娘
と
の
間
に
男
君

を
、
藤
中
納
言
の
娘
と
の
間
に
姫
君
を
、
そ

れ
ぞ
れ
も
う
け
て
い
た
。
二
人
の
子
供
た
ち

は
そ
っ
く
り
の
顔
立
ち
で
あ
っ
た
が
、
若
君

は
優
美
、姫
君
は
闊
達
と
正
反
対
の
性
質
で
、

成
長
す
る
と
、若
君
は
御
帳
台
に
籠こ
も

っ
て
絵
、

雛
遊
び
（
＝
現
代
の
人
形
遊
び
）
や
貝
覆
い

（
＝
現
代
の
貝
合
せ
）
を
好
み
、
姫
君
は
戸

外
で
鞠ま
り

や
小
弓
に
興
じ
、
漢
詩
の
作
詠
、
琴

や
笛
の
演
奏
に
才
能
を
発
揮
し
た
。
そ
の
た

め
、世
間
で
は
二
人
の
存
在
を
逆
に
認
識
し
、

家
中
で
も
若
君
を
「
姫
君
」、姫
君
を
「
若
君
」

宰
相
中
将
の
宇
治
の
別
荘
に
身
を
隠
す
。

　

女
装
を
解
い
た
男
君
は
女
君
の
行
方
を
求

め
て
都
を
出
立
、
無
事
に
再
会
す
る
と
、
女

君
は
母
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
宰
相
中
将
と
の

縁
を
絶
つ
こ
と
を
選
び
、
子
供
を
宇
治
に
残

し
て
単
身
帰
京
し
た
。

　

男
君
は
参
内
し
て
本
官
（
＝
大
将
）
に
復

す
が
、
き
ょ
う
だ
い
の
入
れ
替
わ
り
に
気
付

か
な
い
四
の
君
は
当
惑
を
隠
し
き
れ
ず
、
権

中
納
言
（
も
と
の
宰
相
中
将
）
も
顛
末
が
呑

み
込
め
ず
に
右
往
左
往
す
る
。
女
君
は
尚
侍

と
し
て
女
東
宮
に
近
侍
す
る
が
、
東
宮
は
男

君
と
の
子
ど
も
を
懐
妊
し
て
お
り
、
秘
密
裏

に
生
ま
れ
た
子
供
は
左
大
臣
（
き
ょ
う
だ
い

の
父
、も
と
の
権
大
納
言
）
家
に
託
さ
れ
る
。

帝
の
目
に
と
ま
っ
た
女
君
は
皇
子
を
出
産
し

て
中
宮
と
な
り
、
権
中
納
言
、
四
の
君
と
も

ど
も
無
事
関
係
が
収
ま
っ
た
。

　

時
移
り
、女
君
の
産
ん
だ
若
宮
が
立
太
子
、

女
東
宮
は
即
位
を
経
ず
に
女
院
と
な
っ
て
男

君
の
後
見
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
女
院
が

密
か
に
生
ん
だ
若
君
は
童
わ
ら
わ
て
ん
じ
ょ
う

殿
上
し
、
女
君
が

宇
治
に
残
し
た
若
君
も
大
納
言
（
も
と
の
権

中
納
言
）
の
子
と
し
て
童
殿
上
す
る
が
、
女

君
は
つ
い
に
真
相
を
語
ら
な
い
。
さ
ら
に
東

宮
が
即
位
し
、
女
君
は
国
母
に
、
そ
の
後
生

　
「
と
り
か
へ
ば
や
」
と
は
「
取
り
替
え
た

い
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
、
二
人
の
子
供

が
身
体
的
な
性
と
は
異
な
っ
た
性
情
で
成
長

し
た
こ
と
を
嘆
く
父
の
言
葉
か
ら
採
ら
れ
た

物
語
名
で
あ
っ
た
。
男
女
の
性
が
入
れ
替

わ
っ
た
よ
う
な
「
き
ょ
う
だ
い
」
に
、
女
君

と
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
四
の
君
（
右
大
臣
の
娘

で
従
姉
妹
に
あ
た
る
）
や
好
色
な
宰
相
中
将

を
交
え
た
四
人
を
中
心
に
、
物
語
は
展
開
す

る
。
現
在
読
ま
れ
て
い
る
『
と
り
か
へ
ば
や

物
語
』
は
改
作
さ
れ
た
「
今
と
り
か
へ
ば

や
」
と
で
も
言
う
も
の
で
、「
古
と
り
か
へ

ば
や
」
は
「
女
中
納
言
の
あ
り
さ
ま
い
と
憎

き
に
」（『
無む
み
ょ
う名
草
子
』
＝
一
二
〇
〇
年
ご
ろ

に
成
立
し
た
、
藤
原
定
家
の
姪
で
あ
る
俊
成

卿
女
が
作
者
に
擬
さ
れ
た
物
語
評
論
集
）
と

評
さ
れ
る
よ
う
に
女
主
人
公
の
書
き
ぶ
り
が

不
評
で
、
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

改
変
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
年
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
性
認
識
の
揺

ら
ぎ
を
扱
い
、
結
局
は
当
時
の
通
念
的
な
性

物
語
の

女
性

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』の
女
君

野
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こ
こ
で
初
め
て
木
造
建
築
に
出
く
わ
し
た

ら
し
い
。
大
学
の
建
築
学
科
で
は
、
好
き
な

設
計
も
Ｒ
Ｃ
や
鉄
骨
等
の
建
物
の
設
計
が
主

で
、
木
造
建
築
は
習
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
、
木
造
建
築
の
納
め
（
木
と
木
の
継
手
・

仕
口
の
詳
細
）
が
わ
か
ら
ず
、
勉
強
し
た
い

と
思
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、働
き
な
が
ら
、

京
都
建
築
専
門
学
校
で
夜
間
に
伝
統
木
造
建

築
を
習
っ
て
い
る
。
一
週
間
に
三
日
の
ペ
ー

ス
で
一
年
間
通
っ
て
お
り
、
か
な
り
ハ
ー
ド

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
当
時
の
教
材
等
を
ノ
ー

ト
に
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
お
り
、
見
せ
て
い

た
だ
い
た
。
私
が
文
化
財
の
修
理
設
計
監
理

を
行
っ
て
い
た
頃
、
教
え
ら
れ
た
内
容
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
。く
わ
し
く
聞
く
と
、

大
先
輩
で
あ
る
京
都
府
の
元
文
化
財
保
存
修

理
技
術
者
の
方
々
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。
さ
す
が
に
、
京
都
を
中
心
と

し
た
伝
統
建
築
を
本
格
的
に
習
う
と
、
の
め

り
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
奥
深
さ
も
感
じ
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
ま
す
ま
す
興
味
関
心
を

持
っ
た
ら
し
い
。

　

な
お
、
京
都
府
で
は
、
教
育
委
員
会
の
文

化
財
保
護
課
の
建
造
物
部
門
に
は
、
知
事
部

局
の
建
築
部
門
か
ら
職
員
が
派
遣
さ
れ
て
い

る
。
知
事
部
局
で
、
伝
統
木
造
建
築
を
勉
強

し
て
い
る
人
は
と
て
も
め
ず
ら
し
い
の
で
、

当
該
職
員
の
交
代
期
に
稲
田
さ
ん
に
声
が
か

か
り
二
〇
〇
四
年
に
転
属
し
た
と
の
こ
と
で

文
化
財
建
造
物
修
理
の
印
象

　

稲
田
さ
ん
の
学
生
の
頃
に
つ
い
て
お
聞
き

す
る
と
、
都
市
計
画
系
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
て

い
た
と
の
こ
と
で
、
文
化
財
と
は
全
く
異
な

る
分
野
に
い
た
。
特
に
、
設
計
が
好
き
で
、

そ
の
頃
は
将
来
建
築
設
計
事
務
所
に
行
こ
う

と
思
い
、
夜
遅
く
ま
で
図
面
を
描
い
て
い
た

そ
う
だ
。
建
築
設
計
を
一
生
の
仕
事
と
し
た

い
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

そ
の
頃
は
、
文
化
財
建
造
物
を
見
に
も

行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
過
去
の
も
の

に
は
興
味
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ど
ん
な
と

こ
ろ
か
想
像
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
。建
築
・

都
市
計
画
系
の
学
生
ら
し
い
、
現
在
か
ら
未

来
を
語
り
創
造
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
京
都
府
の
建
築
技
師
職
を
受
験

し
、
一
九
九
七
年
に
採
用
さ
れ
、
知
事
部
局

に
配
属
さ
れ
た
。
採
用
当
初
、
建
築
確
認
申

請
に
関
す
る
業
務
を
担
当
し
て
い
た
が
、
警

察
本
部
へ
転
勤
し
、
交
番
等
の
木
造
建
築
の

設
計
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
前
号
に
続
き
、
京
都
府
教
育

委
員
会
に
お
い
て
文
化
財
建
造
物
保
存
修
理

の
設
計
監
理
に
携
わ
る
女
性
職
員
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

文
化
財
建
造
物
修
理
技
師
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

　

前
号
に
お
い
て
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
建

造
物
の
保
存
修
理
に
係
る
設
計
監
理
に
つ
い

て
は
国
が
一
元
管
理
を
し
、
そ
れ
ら
の
過
半

が
所
在
す
る
近
畿
府
県
で
は
、
滋
賀
県
・
京

都
府
・
奈
良
県
・
和
歌
山
県
の
四
府
県
が
直

接
技
術
者
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

京
都
府
で
は
、
既
に
、
女
性
（
保
存
技
術
）

職
員
数
が
全
二
〇
人
の
内
七
人
を
占
め
る
な

ど
、
か
な
り
女
性
の
進
出
が
進
ん
で
い
る
こ

と
を
述
べ
た
。

　

ま
た
、
前
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
最

も
キ
ャ
リ
ア
の
長
い
女
性
職
員
に
お
話
を

伺
っ
た
が
、
今
回
は
、
最
近
主
任
技
術
者
と

な
っ
て
、
重
要
文
化
財
「
聴
竹
居
」
保
存
修

理
工
事
の
現
場
管
理
の
責
任
者
を
担
当
し
て

い
る
稲
田
朋
代
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

日
本
の
伝
統
技
術
を
守
る

女
性
の
進
出
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つ
い
て
は
、
現
場
勤
務
中
は
、
交
替
要
員
が

い
な
い
た
め
や
は
り
難
し
い
と
思
う
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

育
児
と
仕
事
の
両
立
に
つ
い
て
聞
く
と
、

親
世
代
が
近
く
に
住
ん
で
お
り
、
今
も
良
く

預
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
近
く
に
見
て
も

ら
え
る
人
が
い
る
の
で
続
け
ら
れ
る
と
述
べ

ら
れ
た
。
周
り
の
方
々
の
協
力
が
あ
れ
ば
こ

そ
、
現
在
の
状
況
が
保
た
れ
て
い
る
と
謙
遜

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
場
仕
事

は
、
交
代
要
員
も
い
な
い
こ
と
か
ら
突
発
的

な
対
応
は
難
し
い
の
で
、
共
働
き
夫
婦
の
み

で
は
限
り
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
後
輩
の
女
性
方
の
状
況
に
関
し

て
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
自
身
の
時
は
幸
い

な
こ
と
に
育
休
を
き
っ
ち
り
と
と
れ
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
後
輩
の
中
に
は
、
仕
事
の
状

況
か
ら
短
期
間
に
な
っ
た
人
が
い
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
聞
く
と
周
囲
の
理
解

は
あ
る
が
、
職
場
規
模
の
問
題
が
基
本
に
あ

り
そ
う
だ
っ
た
。「
そ
の
２
」
で
見
た
よ
う

に
、（
公
財
）
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協

会
の
よ
う
な
全
国
組
織
で
は
、
勤
務
地
の
移

動
範
囲
が
大
き
く
、
出
産
を
考
え
る
人
に
は

ハ
ー
ド
ル
が
高
く
見
え
た
。
一
方
、
府
県
規

模
で
は
少
人
数
の
た
め
融
通
が
難
し
そ
う
で

あ
る
。
広
域
的
な
組
織
と
地
域
内
の
仕
事
の

組
み
合
わ
せ
を
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ

て
行
え
る
組
織
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

よ
う
に
見
え
て
現
代
で
は
な
く
、
伝
統
家

屋
と
は
ま
た
異
な
る
。
さ
ら
に
、
藤
井
厚
二

（
一
八
八
八
～
一
九
三
八
、
近
代
住
宅
へ
日

本
の
気
候
風
土
・
生
活
に
西
洋
的
な
空
間
構

成
を
融
合
さ
せ
た
建
築
家
、
建
築
学
者
）
が

京
都
大
学
で
の
環
境
工
学
の
研
究
成
果
を
試

し
て
お
り
、
修
理
の
難
し
い
建
物
で
あ
る
。

し
か
し
、
稲
田
さ
ん
は
、
臆
す
る
こ
と
な
く

取
り
組
ん
で
お
り
、
む
し
ろ
「
の
び
の
び
と

調
査
さ
せ
て
も
ら
っ
て
満
足
」
と
表
現
さ
れ

た
。
そ
の
姿
勢
は
頼
も
し
く
見
え
た
。

女
性
進
出
の
課
題

　

最
後
に
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を
振
り
返
っ

て
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
女
性
の
進
出
に
つ

い
て
の
感
想
を
伺
っ
た
。
特
に
、
稲
田
さ
ん

は
二
児
の
母
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の

経
験
を
踏
ま
え
て
、
子
ど
も
の
事
な
ど
を
中

心
に
お
聞
き
し
た
。

　

職
場
の
処
遇
に
つ
い
て
、男
女
差
は
、ま
っ

た
く
感
じ
な
い
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
聞

い
た
職
員
と
同
じ
反
応
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
、

産
休
時
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
伴
う

ハ
ン
デ
ィ
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　

次
に
、
子
ど
も
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
長

子
は
、
教
育
委
員
会
へ
来
て
二
年
後
、
そ
し

て
、
次
子
は
、
そ
の
二
年
後
に
出
産
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
育
休
も
一
才
に
な
る
ま
で
取

れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
出
産
の
時
期
に

あ
る
。
そ
の
時
の
感
想
は
、「
府
庁
に
そ
ん

な
楽
し
い
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん

や
」
と
喜
ん
だ
ら
し
い
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
庁
内
の
勤
務
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年

に
萬
福
寺
庫
裏
の
解
体
修
理
工
事
に
携
わ

り
、
二
〇
一
三
年
に
知
恩
院
本
堂
の
半
解
体

修
理
、
そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
再
び
本
庁

に
戻
り
、
文
化
財
建
造
物
の
防
災
事
業
・
美

装
化
事
業
を
担
当
し
た
。

　

現
在
の
聴
竹
居
（
大
山
崎
町
）
に
は
、

二
〇
二
〇
年
二
月
に
着
任
、
主
任
技
術
者
と

し
て
、
最
初
の
工
事
で
あ
る
。
工
事
は
茶
席

の
全
解
体
修
理
、
本
屋
・
閑
室
の
部
分
修
理

を
実
施
し
て
い
る
。
聴
竹
居
は
、
日
本
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
代
表
す
る
建
物
で
、
昭
和

初
期
の
建
設
で
あ
る
。
現
代
の
建
物
で
あ
る稲田朋代さん 重要文化財聴竹居（大山崎町）にて
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か
と
い
う
二
分
法
を
ベ
ー
ス
に
競
技
の
ル
ー
ル
や
文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
た
」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
「
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ

と
思
っ
て
い
た
『
女
性
』『
男
性
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
　　　 7）
と
選
手
や
そ
の
観
客
、
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む

人
々
に
、
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
の
視
点
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

「
女
と
男
」
と
い
う
枠
を
超
え
て

　

二
〇
二 

一 

年
の
東
京
五
輪
で
は
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
「
男
女
平
等
」
の
理
念
か
ら

「
男
女
混
合
種
目
」
が
さ
ら
に
増
え
た
。
制
野
は
こ
れ
を
「
面
白
い
方

向
」
と
し
「
男
女
の
平
等
や
機
会
均
等
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
む
し
ろ

ス
ポ
ー
ツ
が
そ
の
出
自
で
本
来
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
『
不
合
理
の
容
認
・
許

容
』
を
軸
と
す
る
『
祝
祭
性
（
＝
カ
ー
ニバル
性
）』
復
活
に
対
す
る
微
か

な
予
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、厳
密
性
や
平
等
性
を
柱
と
す
る
近
代
ス
ポ
ー

ツ
に
ほ
ん
の
少
し
ジ
ャ
ブ
を
打
ち
込
む
の
で
は
な
い
か
」
　　　　8）

と
し
て
い
る
。「
男

女
混
合
」
に
よ
り
す
べ
て
が
解
決
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
男
性
が

男
性
の
た
め
に
厳
密
性
を
重
視
し
作
っ
て
き
た
近
代
ス
ポ
ー
ツ
に
、
新
し
い

方
向
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

る
。
し
か
し
男
女
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
で
は
、
ま
た
別

の
課
題
も
あ
る
。
小
坂
は
、女
性
選
手
に
は
男
性
選
手
に
は
な
い
別
の
「
ま

な
ざ
し
」
が
あ
る
と
し
、
競
技
で
新
記
録
が
出
た
時
、「
当
該
の
ア
ス
リ
ー

ト
に
は
『
賞
賛
の
ま
な
ざ
し
』
と
『
ド
ー
ピ
ン
グ
で
は
？
』
と
い
う
『
疑

惑
の
ま
な
ざ
し
』
が
向
け
ら
れ
る
。
女
性
ア
ス
リ
ー
ト
に
は
、
こ
の
二
つ
の

ま
な
ざ
し
だ
け
で
な
く
、『
男
性
で
は
？
』
と
い
う
『
性
別
への
ま
な
ざ
し
』

が
加
わ
る
」
　　　　5）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
事
で
は
二
〇
〇
九
年
世
界
陸
上
の
女
子
八
〇
〇ｍ
で
、
驚
異
的
な

記
録
で
優
勝
し
た
南
ア
フ
リ
カ
の
キ
ャ
ス
タ
ー
・
セ
メ
ン
ヤ
選
手
が
話
題
と

な
っ
た
。
レ
ー
ス
後
、
セ
メ
ン
ヤ
選
手
に
は
そ
の
筋
肉
質
の
体
等
か
ら
性
別

を
疑
う
報
道
が
な
さ
れ
調
査
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
Ｉ
Ａ
Ａ
Ｆ
（
国
際
陸

上
競
技
連
盟
）
は
、
同
選
手
に
は
ド
ー
ピ
ン
グ
違
反
は
な
い
が
、
自
然
な

状
態
で
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
（
男
性
ホ
ル
モ
ン
の一
種
）
が
通
常
の
女
性
よ
り
高

い
こ
と
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一 

五
年
に
は
女
子
選
手
の
血
液
中
の

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
の
レ
ベ
ル
に
上
限
を
設
け
る
ル
ー
ル
が
採
用
さ
れ
、
こ
の
上

限
を
超
え
る
セ
メ
ン
ヤ
選
手
は
出
場
資
格
を
制
限
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
の
値
が
高
い
女
性
選
手
は
、
そ
れ
を
下
げ
な
け
れ
ば
出
場

種
目
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
は
平
等
に
競
い
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
自
分
の
体
に
細
工
等
を
す
る
ド
ー
ピ
ン
グ
が
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
こ
の
意
図
的
に
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
を
下
げ
る
と
い
う
行
為
は
ド
ー
ピ
ン

グ
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
の
詳
述
に
は
誌
面
の
余
裕
が
な
い
が
、
女
性
と
男
性
の
境
界

は
現
代
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
が
あ
り
、
ま
だ
科
学
的
知
見
も
不

足
し
、
公
正
な
判
断
は
模
索
中
で
あ
る
。
ま
た
セ
メ
ン
ヤ
選
手
の
問
題
に

つ
い
て
は
「
選
手
自
身
の
尊
厳
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
含
む
、
人
間
と

し
て
の
根
本
的
な
権
利
が
侵
さ
れ
た
」
こ
と
も
大
き
く
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
現
代
社
会
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
、
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
世
界
は

「
女
性
」「
男
性
」
の
二
つ
の
枠
組
を
か
た
く
な
に
守
ろ
う
と
し
て
い
る　　　6）
。

　

小
坂
は
、男
性
中
心
に
作
ら
れ
て
き
た
近
代
ス
ポ
ー
ツ
は「『
女
』か『
男
』

　

本
稿
で
は
女
性
と
ス
ポ
ー
ツ
を
巡
る
歴
史
に
触
れ
、
さ
ら
に
そ
の
ス
ポ
ー

ツ
の
課
題
を
探
る
。

女
性
と
ス
ポ
ー
ツ
の
歴
史

　

近
代
五
輪
に
お
い
て
、
女
性
選
手
が
登
場
す
る
の
は 

一 

九
〇
〇
年
の
第

二
回
パ
リ
大
会
で
、
一、二
〇
〇
名
余
り
の
選
手
中 
一 

九
名
の
参
加
が
最
初

で
あ
る
。
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
五
輪
で
の
女
性
の
参
加
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
は「
人
間
社
会
に
し
か
存
在
し
え
な
い
高
度
に
文
化
的
な
営
み
」　　　
1）

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
＂
文
化
的
営
み
＂
は
男
女
を
問
わ
ず
触
れ
る
機

会
が
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
ぜ
女
性
は
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
の
か
。
一 
八
世
紀

後
半
か
ら
近
代
の
産
業
社
会
を
押
し
進
め
た
の
は
、
欧
米
の
中
産
階
級
以

上
の
白
人
男
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
会
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
彼
ら
に
は
、
強

健
な
身
体
と
精
神
力
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
教
育
の
た
め
に
ス
ポ
ー
ツ
が
重
視

さ
れ
た
。「
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
大
切
に
さ
れ
る
価
値
や
求
め
ら
れ
る
人
間
像

は
、
エ
リ
ー
ト
男
性
の
た
め
だ
け
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ひ
い
て
は

ス
ポ
ー
ツ
が
男
性
の
た
め
の
身
体
文
化
だ
と
解
釈
さ
れ
る
傾
向
を
も
た
ら

し
た
。
さ
ら
に
は
、ス
ポ
ー
ツ
の
中
の
女
性
的
な
価
値
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
り
、

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
女
性
を
二
義
的
に
考
え
た
り
す
る
傾
向
が
生
み
出
さ
れ

て
いっ
た
」　　　2）
と
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
も
少
数
だ
が
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
、
そ
れ
を
楽
し
み
始
め

た
女
性
た
ち
も
い
た
。
二
〇
世
紀
初
め
に
は
「
国
際
女
子
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
」

が
設
立
さ
れ
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
（
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
）
等
と
の
話
合
い
も

持
た
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
女
性
の
五
輪
参
加
は
少
な
く
、
女
性
と

ス
ポ
ー
ツ
の
距
離
は
な
か
な
か
縮
ま
ら
な
い
。「
何
よ
り
も
女
性
た
ち
に
と
っ

て
問
題
だ
と
さ
れ
た
の
は
、
男
性
た
ち
の
手
で
運
営
さ
れ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ

組
織
の
意
向
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
望
む
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
権
利

が
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
　

　　　3）

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
決

定
権
は
男
性
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
後 

一 

九
五
〇
年
代
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
対
象
は
全

て
の
人
々
で
あ
り
、
決
し
て
男
性
だ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
も
出
さ

れ
、
一 

九
六
〇
年
代
欧
米
で
は
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を
普
及
す
る
政
策
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
た
ち
が
ス
ポ
ー
ツ
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な

る
。
さ
ら
に 

一 

九
八
四
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
大
会
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ
界
の
女
性

へ
の
不
平
等
が
唱
え
ら
れ
、
女
性
の
参
加
拡
大
が
図
ら
れ
た
。
女
性
の
五

輪
初
参
加
か
ら 

一 

〇
〇
年
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
ト
ッ
プ
レ
ベル
の
女
性
の
競

技
参
加
の
状
況
は
か
な
り
改
善
さ
れ
た
。
し
か
し
、先
述
の
よ
う
に
ス
ポ
ー

ツ
に
関
わ
る
意
思
決
定
機
関
へ
の
女
性
の
登
用
の
問
題
は
世
界
で
も
、
さ

ら
に
日
本
で
も
遅
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
つい
て
小
笠
原
は
、日
本
の
女
性
の
ス
ポ
ー
ツ
の
強
化・

振
興
に
は
、
選
手
を
取
り
巻
く
ス
ポ
ー
ツ
組
織
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
そ
れ
に
は
女
性
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
開
発
が
重
要
で
あ
る
と
し
「
男

性
の
視
点
で
し
か
見
て
こ
れ
な
か
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
文
化
を
女
性
と
い
う
視
点

で
見
直
し
、
男
性
も
女
性
も
最
大
限
に
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
れ
る
よ
う
な
ス

ポ
ー
ツ
文
化
に
す
る
こ
と
」
　　　　4）
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
男
女
別
」
で
行
わ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

　

前
述
の
よ
う
に
、
女
性
と
ス
ポ
ー
ツ
と
の
距
離
は
少
し
ず
つ
縮
ま
っ
て
い

女
性
と
ス
ポ
ー
ツ 

│
多
く
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
て
│

口
野 
隆
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事、輔佐の力を合
をこなひ給はん事」
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しょうだんちよう

談治要』の一節
を掲出する。男であ
ろうが女であろうが、
道理を心得た人物が政治を補佐するのは当然であ
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向を追うだけにとどまらず、将軍家と天皇家・ 公家
・寺社らとの関係や、山城国の国人あるいは山科七
郷惣郷の農民などの動向が折に触れて語られるの
は、富子の行動や判断を畿内社会全体との関連の
下で理解しようとする著者の姿勢にほかならない。
応仁・文明の大乱をはさむ特定の時代に生きた日野
富子という女性を、立体的に把握し、解説しようと
する著作である。
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　今夏、１年越しに開幕した東京オリンピックでは、
アスリートの美しく輝かしい瞬間に感涙し、コロナ
禍に一筋の光を見出した人も多かったのではない
でしょうか。海外にルーツをもつテニスプレーヤー
大坂なおみが最終聖火ランナーをつとめたことは、
「多様性と調和」をコンセプトとした大会をまさに
象徴するものでした。
　しかし、多様性尊重という面では、大会開催
までは紆余曲折があり、苦難の連続でした。女
性蔑視発言による大会組織委員会前会長の辞
任騒動後、負のイメージ払拭のため白羽の矢が
立った橋本聖子氏もその一例です。結果、組織
委員会の女性理事の登用比率を４割とするなど、
ジェンダー問題にも切り込むこととなりました。

　いまや、女性やLGBTQ、人種的・民族的マイ
ノリティー、障がい者といった多様性への配慮が
世界的潮流であり、文化面でも、2025年からの
アカデミー作品賞では新たにこうした多様性の項
目が選考基準として適用されることが発表されて
います。また身近な学校現場に目を向けても、性
別に関係なく制服を選べる制度を導入する学校
が増えるなど、多様性への配慮が見て取れます。
　こうした動きにより、私たちにも意識の変革が求
められています。女子はスカート、男子はズボン
が当たり前というように、暗黙の了解や古いルール
にとらわれてはいないでしょうか。おかしいと感じた
ら声を上げる、時宜にかなって自らを変化させる、
より柔軟な感性を持ちたいものです。

 ● 新刊紹介

　本書は、長年本学に在職し、日本女性史研究を
リードしてきた著者が、その対象とした人物の一人
である日野富子についての研究をわかりやすくまと
めたものである。最初に本書の構成を挙げておこう。
　第一章　公家日野家の歴史
　第二章　富子、義政に嫁ぐ
　第三章　義

よしひさ

尚を後見する富子
　第四章　義尚の自立
　第五章　後継将軍を選ぶ
　終　章　晩年の富子とその死
　日野富子に関係する著者の近年の著作には『足
利義政と日野富子』（山川出版社 日本史リブレット
人 2011）・『室町将軍の御台所 ─日野康子 ・重子 ・
富子』（吉川弘文館 2018）がある。章構成からもう
かがわれるように、日野家と室町将軍家との関係を
前史として踏まえながら、義政との結婚後の富子の
生涯を著述した本書は、前の二つの著作を富子を
主人公にあらためて統合したものとも位置付けられ
るだろう。
　日本評伝選シリーズでは、書名の傍

かたわら

に、当該
人物の人生や個性と密接に関わると著者が判断す
る史料の一節を付しているが、本書にも「政道の

ミネルヴァ日本評伝選『日野富子』
田端泰子 著　ミネルヴァ書房、2021 年 7 月刊


