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私
生
活
を
犠
牲
に
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
逆
機
能
す
る
。

持
続
不
可
能
な
シ
ス
テ
ム
：
制
度
全
体
の
見
直
し
を

こ
の
よ
う
な
日
本
型
シ
ス
テ
ム
は
男
女
を
問
わ
ず
、
労
働
者
に

負
担
を
強
い
る
。
苦
労
主
義
は
制
度
を
通
し
て
内
面
化
さ
れ
、
過

労
死
な
ど
悲
惨
な
問
題
を
生
む
。
上
司
、
同
僚
、
部
下
か
ら
の
基

準
な
き
全
方
位
評
価
は
、競
争
か
ら
降
り
る
こ
と
が
人
格
否
定（
パ

ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ
）
に
つ
な
が
る
傾
向
を
孕
む
。
女
性
が
当
た

り
前
に
働
く
時
代
、
女
性
だ
け
の
働
き
や
す
さ
や
活
躍
を
狙
っ
た

改
革
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
型
雇
用
制
度
は
、
今

な
お
、
女
性
が
家
庭
を
守
り
、
男
性
は
企
業
戦
士
と
な
っ
て
働
く

役
割
分
担
を
前
提
と
し
て
お
り
、
働
く
女
性
に
多
く
の
負
担
を
強

い
て
い
る
。
問
題
は
シ
ス
テ
ム
全
体
に
あ
る
。

女
性
活
躍
推
進
が
管
理
職
率
な
ど
の
数
値
と
同
視
さ
れ
、
女
性

用
役
職
が
つ
く
ら
れ
る
（
大
内
）
な
ど
課
題
も
現
れ
て
い
る
。
シ

ス
テ
ム
全
体
を
見
渡
し
た
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
ク
ォ
ー
タ
ー
バ
ッ
ク
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
役
割
と
職
位
が
一

致
し
て
い
る
。
仕
事
内
容
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
採
用

は
組
織
を
超
え
て
広
が
る
こ
と
が
可
能
で
、
昇
進
も
、
自
社
・
他

社
問
わ
ず
、
よ
り
よ
い
職
を
求
め
「
自
ら
自
身
に
投
資
し
道
筋
を

切
り
開
い
て
行
く
」（
経
済
産
業
省
）
主
体
性
が
重
要
に
な
る
。

経
験
、資
格
、学
歴
等
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、ポ
ス
ト
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
。
一
方
、
昇
進
を
望
ま
ず
競
争
か
ら
降
り
る
こ
と
も

選
択
肢
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
型
の
場
合
、
情
報
は
水
平
に
広
が
り
横
の
調
整
が
重

要
で
あ
る
。
調
整
の
巧
拙
に
基
づ
き
あ
る
種
の
権
威
（
あ
の
人
は
頼

り
に
な
る
）は
生
ま
れ
る
が
、そ
れ
は
役
職
や
給
料
と
は
直
結
し
な
い
。

役
職
は
大
相
撲
の
番
付
方
式
で
あ
る
。番
付
は
過
去
の
成
績
や
人
格・

識
見
で
決
ま
り
、
仕
事
の
難
易
度
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
は
、
そ
の
意
味
で
恣
意
性
を
含
む
。
日
本
の
会
社
で
は
、
同
じ
仕

事
を
異
な
る
職
位
の
職
員
が
担
っ
た
り
、
同
じ
仕
事
で
も
人
に
よ
って

給
料
が
違
っ
た
り
す
る
。
欧
米
型
組
織
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
生
ま
れ
る
。
職
位
の
基
準
が

曖
昧
な
我
が
国
の
競
争
は
、
他
人
と
の
比
較
と
な
り
、
昇
進
は
欧

米
型
の
能
力
実
証
で
は
な
く
、
周
囲
の
納
得
が
重
要
に
な
る
。
こ

こ
に
人
の
潜
在
能
力
は
平
等
で
、
能
力
の
違
い
は
努
力
の
差
、
と

い
う
日
本
的
努
力
主
義
（
カ
ミ
ン
グ
ス
）
が
加
わ
る
と
、
結
局
、

昇
進
は
長
時
間
の
残
業
や
休
日
出
勤
な
ど
努
力
量
に
よ
り
測
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
日
本
型
シ
ス
テ
ム
で
は
、
能
力
は
組
織
に
依
存

す
る
（
林
）。
管
理
職
は
専
ら
組
織
内
か
ら
選
ば
れ
る
慣
行
が
こ

れ
に
拍
車
を
か
け
る
。

人
事
評
価
は
、
大
変
な
部
署
や
困
難
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
苦
労

し
た
職
員
を
選
び
、
職
位
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で

あ
る（
図
２
）。「
あ
い
つ
は
あ
れ
だ
け
苦
労
し
た
か
ら
」
と
周
囲

の
納
得
が
重
要
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
の
苦
労
は
人
を
育
て

る
が
、日
本
で
は
苦
労
が
育
成
の
域
を
超
え
て
、長
時
間
労
働
な
ど

巻頭エッセイ

女
性
の
活
躍
を
阻
む
日
本
型
雇
用
制
度

竹
内
直
人
本
学
経
済
学
部
経
済
学
科
教
授
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日
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雑
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、

二
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意
識
で
は
な
く
制
度
が
問
題

先
ご
ろ
、世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
二
〇
二
二
年
版
の
「
ジ
ェン
ダ
ー

ギ
ャ
ッ
プ
報
告
」
を
公
表
し
た
。
日
本
は
総
合
で
一
四
六
か
国
中

一
一
六
位
。女
性
の
管
理
職
比
率
な
ど
経
済
分
野
で
は
一
二
一
位
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
一
九
か
国
で
最
下
位
で
あ
る
。
教
育
に
お
け

る
男
女
格
差
は
最
も
小
さ
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
意
識
の
問
題
と

い
う
よ
り
も
「
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
が
、…
男
女
の
社
会

に
お
け
る
活
動
の
選
択
に
対
し
て
中
立
で
な
い
影
響
を
及
ぼ
」（
男

女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
四
条
）し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
我
が
国
の
制
度
の
何
が
女
性
の
管
理
職
進
出
を
妨

げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
経
済
学
や
雇
用
分
野
の
研
究
を
手
掛
か
り

に
、
そ
の
構
造
を
素
描
し
た
い
。

水
平
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
：
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
シ
ス
テ
ム

組
織
の
経
済
学
に
よ
れ
ば
、
組
織
に
は
情
報
シ
ス
テ
ム
と
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
（
青
木
／
奥
野
）。

簡
単
に
言
え
ば
、
前
者
は
、
目
的
達
成
に
向
け
情
報
交
換
し
協
力

す
る
チ
ー
ム
と
し
て
の
組
織
で
あ
り
、
後
者
は
、
メ
ン
バ
ー
が
怠

け
た
り
、
組
織
を
辞
め
た
り
し
な
い
よ
う
、
昇
進
や
昇
給
に
よ
り
、

や
る
気
に
配
慮
す
る
組
織
で
あ
る
。
現
代
組
織
論
は
、
こ
の
二
側

面
を
め
ぐ
り
展
開
し
て
き
た
。
バ
ー
ナ
ー
ド
の
「
有
効
性
」「
効

率
性
」
と
い
う
独
特
の
概
念
、
マ
ー
チ
と
サ
イ
モ
ン
の
「
問
題
解

決
組
織
」、「
価
値
に
関
わ
る
組
織
」
は
、
い
ず
れ
も
、
前
者
は
情

報
、
後
者
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
青
木
は

さ
ら
に
、
日
米
企
業
を
比
較
し
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
に
は
二
つ
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
垂
直
的
お
よ
び
水
平

的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

垂
直
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
働
き
手
の
担

当
職
務
が
は
っ
き
り
決
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
仕
事
が
進
む
。

そ
こ
か
ら
生
じ
る
縦
割
り
は
、
共
通
の
上
司
が
、
こ
れ
ま
た
職
務
と

し
て
調
整
・
統
合
を
行
う
。
情
報
は
下
か
ら
上
（
報
告
）、
上
か
ら

下
（
命
令
）
と
い
う
垂
直
の
流
れ
と
な
る
。
欧
米
を
中
心
に
世
界

共
通
の
組
織
の
基
本
原
理
で
あ
る
。
近
年
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
濱

口
桂
一郎
の
分
類
に
従
え
ば
、ジ
ョ
ブ
型
シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
水
平
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
、
職
の
内
容
は
曖
昧
で
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
優
れ
た
多
機
能
な
労
働
者
が
、
縦

横
に
調
整
を
行
う
。
本
社
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
下
請
け
が
緊
密
な
関
係

を
も
つ
ト
ヨ
タ
式
生
産
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
日
本
型
で
あ
る
（
青

木
）。濱
口
の
分
類
で
は
、メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

昇
進
の
し
く
み
：
能
力
は
努
力
の
結
果

本
稿
の
関
心
は
女
性
の
管
理
職
昇
進
で
あ
る
か
ら
、
右
に
述
べ

た
情
報
シ
ス
テ
ム
の
違
い
が
、
昇
進
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の

か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
て
い
こ
う
。

垂
直
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
、
情
報
処
理
の
難
易
度
に
応
じ
て
職
が

評
価
さ
れ
、
難
し
い
仕
事
に
は
そ
れ
に
応
じ
た
役
職
と
給
料
が
与
え

ら
れ
る
。
職
の
内
容
と
職
位
・
給
料
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
一
致
す
る
（
図

１
）。
サ
ッ
カ
ー
の
キ
ャ
プ
テ
ン
や
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

1）

2）

3）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

役割の難易度のピラミッドと職位・給料のピラミッドͺਕࣆՃがͯ͵͛

内部労働市場Ͳમߡ【図̐：ೖຌ型のਭฑシステムの昇進】

ਕࣆ部

役割難易度のピラミッド
職位・給料のピラミッド評価

ਕࣆՃ
・ޯ労

4）

役割難易度のピラミッド

職位・給料のピラミッド

役割の難易度のピラミッドと職位・給料のピラミッドが一致

【図１：欧米型の垂直システムの昇進】

会社内外から募集
外部労働市場

役割難易度のピラミッド

職位・給料のピラミッド

役割の難易度のピラミッドと職位・給料のピラミッドが一致

【図１：欧米型の垂直システムの昇進】

会社内外から募集
外部労働市場
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芸
術
で
い
う
と
こ
ろ
の
『
美
』
は
芸
術
作

品
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

契
機
と
し
て
こ
ち
ら
側
（
鑑
賞
者
）
の
中
に

生
ま
れ
る
も
の
。
日
々
の
生
活
の
中
で
何
気

な
い
事
柄
に
心
を
留
め
て
、
そ
こ
に
秘
め
ら

れ
た
親
切
や
思
い
や
り
に
気
付
く
。
こ
れ
こ

そ
が
美
し
い
こ
と
で
あ
り
、
気
付
く
こ
と
で

自
分
自
身
の
中
に
美
が
生
ま
れ
る
。
ま
さ
に

「
気
付
く
心
が
美
し
い
」。
そ
の
美
を
見
付
け

出
す
こ
と
、
感
じ
取
れ
る
心
が
大
切
な
の
で

す
。「

真
の
美
と
い
う
も
の
は
、
不
完
全
な
も

の
を
前
に
し
て
そ
れ
を
心
の
中
で
完
全
な
も

の
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
に
こ

そ
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。
こ
れ
も『
茶

の
本
』。
鑑
賞
者
の
中
に
美
が
生
ま
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
芸
術
活
動
が
完
成
し
ま
す
。
美

の
あ
り
か
は
私
た
ち
自
身
な
の
で
す
。

ま
だ
ま
だ
、
和
尚
様
の
尊
い
教
え
の
意
味

を
理
解
、
実
行
で
き
て
お
ら
ず
恥
ず
か
し
い

限
り
で
す
が
、「
気
付
い
て
い
な
い
自
分
」

に
気
付
い
た
こ
と
は
少
し
の
成
長
か
と
慰
め

て
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
で
時
々
に
新
し
い

気
付
き
の
発
見
を
し
て
い
る
と
毎
日
が
新
鮮

に
過
ご
せ
、
高
村
光
太
郎
の
「
心
は
い
つ
で

も
あ
た
ら
し
く

毎
日
何
か
し
ら
を
発
見
す

る
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
に
掠か
す

っ
た
よ
う
で

気
分
を
良
く
し
て
い
ま
す
。

る
、
と
企
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
皆

楽
し
か
っ
た
で
す
よ
」
と
。
肩
の
荷
が
下
り

た
よ
う
な
、
陳
謝
の
言
葉
は
こ
の
場
に
要い

ら

な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
正

直
、
ワ
ク
ワ
ク
と
も
い
え
る
緊
張
感
か
ら
皆

様
と
打
ち
解
け
て
い
く
心
地
良
さ
と
嬉
し
さ

は
と
て
も
楽
し
い
貴
重
な
時
間
で
し
た
。
謝

る
よ
り
先
に
、
楽
し
か
っ
た
思
い
を
伝
え
る

べ
き
で
し
た
。
無
粋
で
し
た
。

こ
れ
を
最
初
と
し
て
ご
縁
を
い
た
だ
い
た

和
尚
様
に
は
多
く
を
学
び
ま
し
た
。「
気
付

く
心
が
美
し
い
」
と
は
平
易
な
言
葉
な
が
ら

和
尚
様
の
教
え
。
お
菓
子
の
取
り
方
が
わ
か

ら
な
い
時
、
お
隣
に
「
ご
一
緒
さ
せ
て
く
だ

さ
い
」
と
取
り
上
げ
て
も
ら
い
、
正
座
で
足

が
痺
れ
て
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
「
足
を
崩
し

ま
せ
ん
か
」と
声
を
か
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

程
よ
く
掃
か
れ
た
露
地
を
歩
く
草
履
の
鼻
緒

は
ふ
ん
わ
り
と
足
が
通
し
や
す
か
っ
た
。
僕

の
ド
ジ
を
皆
で
笑
っ
て
も
ら
え
た
こ
と
。
得

意
の
書
を
披
露
で
き
た
こ
と
。
こ
の
場
に

集
っ
た
お
仲
間
の
一
員
と
実
感
で
き
た
こ

と
。
す
べ
て
が
そ
こ
に
会
し
た
皆
様
の
親
切

と
配
慮
の
賜
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
今
に
な
っ

て
気
付
き
ま
す
。

書
道
コ
ー
ス
の
作
品
批
評
で
の
一
コ
マ
。

二
メ
ー
ト
ル
丈
を
越
え
る
大
作
を
制
作
し
た

本
人
が
何
十
枚
も
壁
に
貼
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
気
付
い
た
他
の
学
生
達
が
直
ち
に
交

代
。
手
の
す
い
た
制
作
者
は
、
休
む
こ
と
な

花
」
と
い
う
言
葉
も
味
わ
い
深
い
。

私
は
日
々
書
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
書

芸
術
に
も
脈
々
と
そ
の
心
が
宿
っ
て
い
る
こ

と
を
感
じ
ま
す
。
題
材
を
選
ん
だ
り
用
具
を

決
め
た
り
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
い
ざ
制

作
と
な
る
と
思
い
の
丈
を
紙
面
に
文
字
の
連

な
り
を
以
っ
て
定
着
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
そ

こ
に
は
不
自
然
な
も
の
を
排
除
し
、
自
然
の

中
に
心
地
よ
い
変
化
を
求
め
ま
す
。
考
え
ら

れ
る
配
慮
を
怠
ら
ず
書
き
進
め
て
い
き
ま
す

が
、
そ
の
配
慮
を
表
立
っ
て
見
え
な
い
よ
う

に
し
つ
つ
変
化
を
紡
い
で
統
一
さ
せ
て
い

く
。
こ
の
よ
う
な
書
が
カ
ッ
コ
良
い
。
古
来

の
劇
作
が
卒
意
の
中
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と

も
こ
の
思
想
が
最
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。

振
り
返
る
と
、
小
学
校
の
時
に
一
度
も
忘

れ
物
が
な
か
っ
た
り
。
着
た
い
衣
服
が
取
り

出
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
り
。
顔
を

洗
っ
た
ら
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
タ
オ
ル
が

あ
っ
た
り
。
烏
が
啄
ん
だ
ゴ
ミ
袋
が
直
ぐ
に

き
れ
い
に
掃
除
さ
れ
て
い
た
り
。
水
の
打
っ

て
あ
る
庭
の
沓く
つ
ぬ
ぎ脱

石
に
足
を
滑
ら
せ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
り
。
飛
び
石
に
歩
調
を
合
わ
せ

る
と
少
し
ゆ
っ
く
り
と
し
た
歩
み
に
な
り
呼

吸
が
整
っ
た
り
。
玄
関
に
生
け
ら
れ
た
蕾
が

帰
る
頃
に
開
い
て
い
た
り
…
。
日
常
に
溢
れ

て
い
る
美
を
こ
と
ご
と
く
見
逃
し
て
い
ま
し

た
。
や
は
り
私
、
無
粋
の
権
化
で
す
。

見
、
お
隣
が
「
あ
ま
り
う
ま
く
焼
け
て
な
い

も
の
で
す
ね
」
と
話
し
か
け
ら
れ
「
素
敵
だ

と
思
い
ま
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。
そ
の
際

に
和
尚
様
が
「
そ
れ
は
、
お
隣
の
陶
芸
の
先

生
が
お
焼
き
に
な
っ
た
も
の
や
で
」
と
大
笑

い
。
こ
ん
な
こ
と
が
所
々
に
散
り
ば
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
最
後
に
席
主
が
深
々
と
頭
を

下
げ
ら
れ
て
障
子
が
締
ま
り
、
そ
の
後
宴
席

に
。
最
初
は
緊
張
の
あ
ま
り
お
酒
の
味
な
ど

わ
か
ら
な
い
具
合
。
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま

し
た
。
会
の
最
後
に
芳
名
録
の
表
題
を
書
く

よ
う
に
促
さ
れ
揮
毫
。
仕
上
が
っ
た
瞬
間

に
「
さ
す
が
上
手
い
も
ん
や
」
と
和
尚
の
一

声
。
皆
に
お
誉
め
い
た
だ
き
そ
の
場
の
主
役

に
。
皆
に
帰
り
の
挨
拶
を
し
て
い
る
中
、「
僕

の
よ
う
な
不
作
法
者
、
恥
ず
か
し
く
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と

お
詫
び
し
た
と
こ
ろ
、「
あ
ゝ
楽
し
か
っ
た
。

も
し
恥
ず
か
し
い
と
か
思
っ
た
と
し
た
ら
こ

れ
は
席
主
の
責
任
。
席
主
は
皆
と
あ
な
た
を

ご
一
緒
さ
せ
た
ら
と
て
も
楽
し
い
お
席
に
な

く
次
の
脚
立
を
運
ん
で
、
手
伝
っ
て
く
れ
る

学
生
達
が
早
く
楽
に
貼
れ
る
よ
う
に
要
領
よ

く
作
品
を
渡
し
て
い
ま
す
。
作
品
批
評
し
て

い
る
こ
ち
ら
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。

息
の
合
っ
た
無
駄
の
な
い
自
然
な
動
き
、
ほ

の
ぼ
の
と
し
て
清
々
し
い
。

古
い
海
外
の
映
画
に
女
性
が
手
荷
物
を
差

し
出
し
、
男
性
が
自
然
に
受
け
取
る
シ
ー
ン

を
見
か
け
ま
す
。
男
性
の
親
切
な
の
か
。
周

り
か
ら
彼
が
気
の
利
か
な
い
と
思
わ
れ
な
い

よ
う
に
と
気
遣
う
彼
女
の
配
慮
な
の
か
。
お

互
い
感
謝
を
表
さ
な
い
自
然
な
所
作
も
美
し

い
。

岡
倉
天
心
が
著
し
た
『
茶
の
本
』

に
、「
茶
の
湯
は
茶
、
花
、
絵
な
ど

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
織
り
成
さ
れ
る

即
興
劇
で
あ
る
。
部
屋
の
色
調
を
乱

す
よ
う
な
色
、
動
作
の
リ
ズ
ム
を
損

な
う
よ
う
な
音
、
調
和
を
壊
す
よ
う

な
仕
草
、
あ
た
り
の
統
一
を
破
る
よ

う
な
言
葉
と
い
っ
た
も
の
は
一
切
な

く
、
す
べ
て
の
動
き
は
単
純
か
つ
自

然
に
な
さ
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
ま

た
「
善
き
こ
と
を
な
す
に
あ
た
っ
て

は
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
お
こ
な
い
、
た

ま
た
ま
お
も
て
に
あ
ら
わ
れ
る
に
ま

か
せ
る
こ
と
こ
そ
無
上
の
喜
び
と
す

る
」。
こ
の
精
神
は
日
本
の
日
々
の

生
活
に
も
自
然
と
浸
透
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
世
阿
弥
の
「
秘
す
れ
ば

「
気
付
く
心
が
美
し
い
」。
私
淑
す
る
和
尚

様
の
言
葉
。
二
〇
年
以
上
前
の
正
月
の
席
を

思
い
出
し
ま
す
。

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
お
茶
の
先
生
に
、

「
一
献
ご
一
緒
し
ま
せ
ん
か
」
と
お
誘
い
い

た
だ
き
ま
し
た
。一
月
五
日
夕
刻
に
お
伺
い
。

玄
関
に
は
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
見
つ
か
ら
ず
、

わ
ず
か
に
引
き
戸
が
開
い
て
い
る
だ
け
。
そ

ろ
り
と
中
に
入
る
と
玄
関
正
面
の
障
子
が
開

き
、
着
物
姿
の
奥
様
が
小
声
で
「
皆
様
お
待

ち
で
す
」
と
奥
の
部
屋
に
。
真
っ
暗
な
部
屋

に
蠟
燭
が
ひ
と
つ
、
床
の
前
に
は
和
尚
様
は

じ
め
立
派
そ
う
な
方
々
。
勧
め
ら
れ
る
ま
ま

に
正
座
す
る
と
奥
か
ら
茶
道
の
先
生
が
着
物

で
お
出
ま
し
、
炭
を
直
さ
れ
、
袱ふ
く
さ紗
で
丁
寧

に
道
具
を
拭
き
、
大
ぶ
り
の
嶋し
ま
だ
い臺
の
茶
碗
に

お
茶
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
和
製
不
思
議
の

国
に
飛
び
込
ん
だ
よ
う
な
心
地
。
目
の
前
に

来
た
重
箱
、
牛ご
ぼ
う蒡

が
挟
ま
れ
た
菓
子
、
濃
厚

な
茶
、
す
べ
て
が
夢
の
中
の
よ
う
で
し
た
。

蝋
燭
と
共
に
手
元
に
回
っ
て
き
た
香
合
を
拝 尾

西
正
成
本
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授

「
気
付
く
心
が
美
し
い
」

作

品

の

ウ

チ

ソ

ト
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アマルナの
未完成壁画

歴史遺産とジェンダー
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小林 裕子
本学文学部歴史遺産学科教授

こ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン

王
の
遷
都
や
宗
教
改
革
は
、
人
々
に
受
け
入

れ
ら
れ
ず
継
承
さ
れ
ず
に
破
壊
さ
れ
た
。

ネ
フ
ェ
ル
ト
イ
テ
ィ
は
出
自
も
没
年
も
い

く
つ
か
説
が
あ
っ
て
謎
多
き
女
性
だ
が
、
彼

女
が
王
位
に
就
い
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

彼
女
以
前
も
ハ
ト
シ
ェ
プ
ス
ト
女
王
の
よ
う

な
有
能
な
最
高
権
力
者
が
い
た
が
、
右
の
説

に
よ
る
と
ネ
フ
ェ
ル
ト
イ
テ
ィ
の
場
合
は
次

政
権
へ
の
暫
定
的
な
即
位
だ
っ
た
よ
う
で
、

ア
ケ
ト
ア
テ
ン
か
ら
の
還
都
や
多
神
教
回
復

に
も
関
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
ら
し
い
。
ア

マ
ル
ナ
時
代
に
夫
が
お
こ
な
っ
て
い
た
ア
テ

ン
信
仰
や
政
策
、
男
女
の
長
所
を
生
か
す
人

間
評
価
は
未
完
成
の
ま
ま
破
棄
さ
れ
た
が
、

彼
女
は
こ
う
し
た
変
化
を
ど
う
み
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
ア
マ
ル
ナ
の
未
完
成
墓

に
籠
も
り
な
が
ら
、
朱
と
黒
の
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
を
前
に
、
複
雑
な
感
情
を
抱
か
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
。

ル
ナ
の
都
ア
ケ
ト
ア
テ
ン
を
放
棄
し
た
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
ア
マ
ル
ナ
は

十
数
年
と
い
う
短
命
の
都
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
未
完
成
の
遺
物
が
多
い
の
で
あ
る
。

ア
ケ
ト
ア
テ
ン
の
都
は
整
然
た
る
都
市
計

画
に
沿
っ
て
造
営
さ
れ
た
。中
央
部
に
王
宮
、

ア
テ
ン
神
殿
や
行
政
施
設
、
王
の
私
邸
、
北

部
に
王
族
の
た
め
の
離
宮
と
市
街
、
南
部
に

貴
族
の
住
居
が
置
か
れ
、
南
北
を
大
通
り
が

貫
い
て
い
る
。
世
界
中
に
知
ら
れ
る
ベ
ル
リ

ン
新
博
物
館
の
ネ
フ
ェ
ル
ト
イ
テ
ィ
彩
色
胸

像
（
図
１
）
は
、
南
部
に
あ
っ
た
彫
刻
師
ト

ト
メ
ス
工
房
で
出
土
し
た
。
ネ
フ
ェ
ル
ト
イ

テ
ィ
は
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
王
の
正
妃
で
、
胸

像
は
切
れ
長
の
目
、
頬
高
の
面
貌
か
ら
し
て

き
わ
め
て
写
実
的
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者

は
、
ア
ケ
ト
ア
テ
ン
の
美
術
を
ア
マ
ル
ナ
様

式
、
ア
マ
ル
ナ
美
術
と
呼
び
、
自
由
、
写
実
、

自
然
主
義
と
評
し
、
エ
ジ
プ
ト
美
術
史
の
な

か
で
も
特
異
な
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
。
カ
イ
ロ
の
エ
ジ
プ
ト
考
古
学
博
物
館
で

も
、
第
三
室
が
ア
マ
ル
ナ
時
代
の
遺
物
を
集

め
た
展
示
に
な
っ
て
い
る
。

ベ
ル
リ
ン
新
博
物
館
の
ス
テ
ラ
（
石
碑
）

を
み
る
と
（
図
２
）、
画
面
上
部
中
央
に
太

陽
神
ア
テ
ン
の
日
輪
が
輝
き
、
先
端
が
手
形

に
な
っ
た
光
条
が
放
射
状
に
降
り
注
ぐ
。
光

条
下
に
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
王
と
ネ
フ
ェ
ル
ト

イ
テ
ィ
夫
妻
が
向
き
合
い
娘
た
ち
を
抱
く
場

ガ
ウ
ン
を
着
て
い
る
。
Ｊ
・
テ
ィ
ル
デ
ィ
ス

レ
イ
は
、
ア
マ
ル
ナ
時
代
に
男
女
の
着
衣
の

区
別
が
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う

え
で
、
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
王
（
図
３
）
の
姿

を
女
性
的
と
述
べ
て
い
る
。
王
の
細
長
い
頭

蓋
骨
や
長
い
首
と
顎
、
垂
れ
下
が
っ
た
胸
、

膨
ら
ん
だ
腹
部
、
極
端
に
細
い
手
足
の
解
釈

は
、
従
来
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
り
「
王

の
威
厳
を
誇
張
」「
病
気
が
原
因
」
な
ど
諸

説
あ
る
。
テ
ィ
ル
デ
ィ
ス
レ
イ
は
、
王
が
新

世
界
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
自
身
の
肉

体
を
意
図
的

か
つ
象
徴
的

に
表
現
す
る

こ
と
で
男
女

両
面
を
包
含

し
よ
う
と
し

た
と
論
じ
て

い
る
。
女
性

の
能
力
を
信

じ
、恭
敬
し
、

争
い
を
好
ま

な
い
王
は
常

に
王
妃
と
と

も
に
行
動
し
、

王
妃
と
愛

し
合
う
図
像

（
図
４
）
が

い
く
つ
も
の

未
完
成
作
例
か
ら
か
な
り
解
明
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
朱
線
に
よ
る
割
付
と
ラ
フ
ス
ケ
ッ

チ
、
黒
線
に
よ
る
補
正
に
よ
り
下
描
き
を
お

こ
な
う
。
つ
ぎ
に
壁
体
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
場
合
は
こ
の
段
階
で
凹
凸
を
入
れ
、
画
面

全
体
を
下
地
剤
で
整
え
て
か
ら
彩
色
す
る
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
は
筆
者
の
研
究
対
象
と
は
地

域
も
時
代
も
か
け
離
れ
て
い
る
が
研
究
史
が

あ
つ
く
、
彩
色
前
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
常
々

関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ア
マ
ル
ナ
は
古
都
メ
ン
フ
ィ
ス
と

聖
都
テ
ー
ベ
の
中
間
地
点
に
位
置
し
、
西
に

ナ
イ
ル
、
東
南
北
が
断
崖
に
守
ら
れ
た
場
所

で
、
ア
メ
ン
ヘ
テ
プ
四
世
が
ア
ク
エ
ン
ア
テ

ン
に
改
名
し
（
以
下
、
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン

王
と
記
す
）、
テ
ー
ベ
か
ら
遷
都
し
た
地
で

あ
る
。
新
都
中
核
部
は
タ
ラ
タ
ー
ト
と
い
う

小
型
規
格
石
材
を
用
い
て
わ
ず
か
五
年
で
造

営
さ
れ
、
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
王
は
、
ア
メ
ン

神
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
多
神
教
か
ら

離
れ
、
唯
一
神
た
る
太
陽
神
ア
テ
ン
を
国
家

神
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
遷
都
と
宗
教
改

革
は
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
王

の
死
後
、還
都
と
多
神
教
復
活
に
相
成
っ
た
。

ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
王
は
第
一
八
王
朝
一
〇
代

目
の
王
だ
っ
た
が
、
著
名
な
ツ
タ
ン
カ
ー
メ

ン
は
同
王
朝
一
二
代
目
の
王
と
し
て
信
仰
復

興
や
メ
ン
フ
ィ
ス
へ
の
還
都
、
宗
教
中
心
地

と
し
て
の
テ
ー
ベ
復
権
を
お
こ
な
い
、
ア
マ

面
と
な
っ
て
い
る
が
、
ア
マ
ル
ナ
出
土
の
ス

テ
ラ
や
岩
窟
墓
壁
面
に
は
こ
う
し
た
団
欒
図

の
ほ
か
礼
拝
図
や
会
食
図
な
ど
王
と
家
族
の

日
常
を
切
り
取
っ
た
構
図
が
多
々
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
ア
テ
ン
神
に
人
々
が
自
ら
祈

る
こ
と
が
で
き
ず
、
夫
妻
だ
け
が
神
と
の
仲

介
者
だ
っ
た
た
め
と
さ
れ
る
。ま
た
Ｄ
・
ア
ー

ノ
ル
ド
は
夫
妻
の
表
現
を
「
双
子
」
と
評
し

て
い
る
が
、
た
し
か
に
ふ
た
り
と
も
後
方
に

張
り
出
し
た
冠
、
明
瞭
な
骨
格
、
弾
力
あ
る

肉
体
描
写
が
み
ら
れ
、
揃
い
の
プ
リ
ー
ツ
の

エ
ジ
プ
ト
中
部
、
ナ
イ
ル
川
東
岸
テ
ル
・

ア
ル=

ア
マ
ル
ナ
に
紀
元
前
一
四
世
紀
、

古
代
エ
ジ
プ
ト
第
一
八
王
朝
の
都
「
ア
ケ
ト

ア
テ
ン
（
ア
テ
ン
の
地
平
線
と
い
う
意
味
）」

が
あ
っ
た
。
ア
マ
ル
ナ
の
遺
跡
を
訪
れ
る
に

は
、
都
市
か
ら
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー
す
る
か
、

鉄
道
で
ナ
イ
ル
川
西
岸
の
ミ
ニ
ヤ
県
ま
で
行

き
、
同
地
の
ホ
テ
ル
を
拠
点
に
す
る
。
日
本

古
代
の
仏
教
美
術
史
を
専
門
と
す
る
筆
者
が

何
故
、
ア
マ
ル
ナ
の
遺
跡
に
興
味
を
抱
い
た

か
と
い
え
ば
「
未
完
成
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
が
理
由
で
あ
る
。
筆
者
が
研
究
対
象
と
す

る
七
、八
世
紀
の
作
品
は
、
直
接
遺
物
か
ら

下
絵
な
ど
の
制
作
過
程
の
情
報
を
得
る
こ
と

が
困
難
だ
が
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
絵
画
の
方
は

王
朝
時
代
を
通
じ
て
過
程
に
変
化
が
な
く
、

【
主
要
参
考
文
献
】

ハ
ン
ネ
ロ
ー
ア
・
キ
シ
ュ
ケ
ヴ
イ
ッ
ツ
『
エ
ジ
プ

ト
の
壁
画
と
素
描
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
年
。

Joyce
T
yldesley

「D
aughters

of
Isis:

W
om
en
of
A
ncient

E
gypt

」L
ondon

Penguin,1994.
D
orothea

A
rnold,Jam

es
P.A

llen
and

L.
G
reen

「T
he
R
oyal

W
om
en
of
A
m
arna

」

M
etropolitan

M
useum

ofA
rt,1996.

河
合
望
『
古
代
エ
ジ
プ
ト
全
史
』
雄
山
閣
、
二
〇

二
一
年
。

図１ ネフェルトイティ胸像
（ベルリン新国立博物館
 コレクションデータベース）

図２ アテン神の下にいるアクエンアテン、ネフェ
　　 ルティティ、そして三人の娘たちのステラ
（ベルリン新国立博物館コレクションデータベース）

図３ アメンヘテプ四世
（エジプト考古学博物館
 コレクションデータベース）

図４ 南墓地九号マフの墓かきおこし図
（The Rock Tombs Of El Amarna: Tombs Of
 Penthu, Mahu, And Others,1906）
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●
連
載
●
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌

労
働
者
階
級
女
性
の

レ
ジ
ェン
ド
を
求
め
て

る
よ
う
に
手
配
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

会
員
の
寄
付
や
援
助
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
慈
善
篤
志
組
織
の
機
関
誌
は
、
当
然

な
が
ら
会
員
に
対
す
る
活
動
内
容
や
成
果
の

報
告
、
も
と
い
宣
伝
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
る
わ
け
で
、
上
記
の
内
容
も
ま
さ
に
そ
れ

に
見
合
う
も
の
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
報
告
が
、

一
九
世
紀
に
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
家
庭

訪
問
と
い
う
慈
善
活
動
の
実
際
を
ま
ざ
ま
ざ

と
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
。

連
載
一
六
回
（
ク
ロ
ノ
ス
一
六
号
。
二
〇
〇

二
年
三
月
刊
）
か
ら
九
回
に
わ
た
っ
て
述
べ

た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
中
流
階
級
女
性
の

注
目
す
べ
き
特
徴
に
慈
善
活
動
、
と
り
わ
け

ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
特
記
さ
れ
る
組
織

的
家
庭
訪
問
へ
の
貢
献
が
あ
っ
た
。
彼
女
た

ち
は
組
織
を
結
成
し
、
資
金
を
集
め
、
活
動

を
展
開
し
た
。
そ
の
活
動
の
多
く
は
後
の
国

し
か
か
っ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
た
の
で
、

こ
れ
以
上
興
奮
さ
せ
な
い
方
が
よ
い
と
判
断

し
、
私
は
、
子
供
た
ち
に
声
を
か
け
る
こ
と

に
し
、･･････

イ
エ
ス
さ
ま
に
つ
い
て
話

し
を
し
た
が
、
一
向
に
母
親
が
関
心
を
向
け

て
こ
な
い
の
で
、
い
っ
た
ん
帰
る
こ
と
に
し

て
他
の
手
立
て
を
思
案
し
た
。
夕
食
後
、
ベ

ビ
ー
服
を
持
っ
て
も
う
一
度
出
か
け
て
行
っ

た
。そ
し
て
、母
親
の
も
と
に
近
づ
き「
ね
ぇ
、

私
も
、
人
の
世
話
に
な
ら
な
い
っ
て
い
う
気

持
ち
は
い
い
と
思
う
わ
。
で
も
ね
、
そ
の
赤

ち
ゃ
ん
、
私
が
見
た
い
の
。
私
だ
っ
て
赤
ん

坊
が
好
き
な
の
よ
。
ち
ょ
っ
と
で
い
い
か
ら

そ
の
子
を
私
に
見
せ
て
」
と
話
し
か
け
た
。

母
親
が
よ
う
や
く
頷
い
た
の
で
、
す
ぐ
さ
ま

赤
ん
坊
を
受
け
取
り
、
運
ん
で
き
た
湯
を
つ

か
い
臍
の
緒
の
処
置
な
ど
を
始
め
た
。
赤
ん

坊
を
く
る
ん
で
い
た
古
い
ぼ
ろ
布
を
切
り
裂

く
と
虫
が
は
い
出
て
き
た
が
、
し
っ
か
り
と

洗
い
清
め
て
持
参
し
た
清
潔
な
ベ
ビ
ー
服
を

着
せ
て
、
母
親
の
も
と
に
戻
し
た
（
そ
の
と

こ
こ
七
回
は
「
レ
ジ
ェ
ン
ド
・
ウ
ー
マ

ン
」
と
い
う
標
題
の
下
で
語
っ
て
き
た
が
、

そ
の
意
図
は
、
最
後
の
回
で
述
べ
た
よ
う
に

「
そ
れ
を
語
る
こ
と
で
、
知
ら
れ
て
は
い
な

い
（
い
わ
ばinvisible

で
あ
る
）
け
れ
ど

も
、
た
し
か
に
存
在
し
た
、
ま
た
は
彼
女
た

ち
に
続
い
た
多
く
の
女
性
た
ち
を
象
徴
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
存
在
、
つ
ま
り
、
彼
女
た

ち
を
通
し
て
時
代
の
動
き
を
物
語
る
こ
と
が

で
き
る
存
在
を
、
レ
ジ
ェ
ン
ド
と
し
て
と
ら

え
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
看

護
の
成
立
期
に
活
躍
し
た
女
性
た
ち
を
紹
介

し
た
。
た
だ
、
彼
女
た
ち
は
、
当
時
レ
デ
ィ

と
呼
ば
れ
た
中
流
階
級
女
性
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
そ
う
、
前
回
書
い
た
通
り
労
働
者
階
級

女
性
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
を
語
る
の
は
難
し
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
者
階
級
に
も
上
記

の
定
義
に
適
う
「
レ
ジ
ェン
ド
・
ウ
ー
マ
ン
」
は

存
在
す
る
は
ず
。
し
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
の

考
え
を
携
え
て
、
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
労

働
者
階
級
女
性
の
活
躍
に
目
を
向
け
た
い
。

家
福
祉
制
度
と
し
て
継
続
し
た
こ
と
も
記
述

し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
語
り
残

し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に

貧
民
家
庭
に
赴
き
、
そ
の
家
の
女
性
た
ち
と

言
葉
を
交
わ
し
継
続
的
に
日
々
の
生
活
を
支

え
た
ヴ
ィ
ジ
タ
ー
（
訪
問
員
）
た
ち
に
は
、

実
は
、
労
働
者
階
級
の
女
性
が
広
範
に
存
在

し
た
こ
と
で
あ
る
。
訪
問
活
動
組
織
の
多
く

は
専
従
の
訪
問
員
と
し
て
労
働
者
階
級
女
性

を
雇
用
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た

活
動
は
、
労
働
者
階
級
女
性
か
ら
す
れ
ば
、

れ
っ
き
と
し
た
仕
事
（
経
済
活
動
）
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
上
記
の
ナ
ー
ス
Ｎ
や
バ
イ
ブ

ル
ウ
ー
マ
ン
も
そ
う
し
た
女
性
で
あ
っ
た
。

で
は
、
慈
善
組
織
に
雇
用
さ
れ
て
活
動
し

た
労
働
者
階
級
女
性
と
は
ど
の
よ
う
な
人
た

ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
は
、

厳
然
た
る
階
級
制
度
と
経
済
格
差
の
な
か

で
、「
貧
困
」
に
あ
え
ぐ
人
々
に
対
し
て
「
同

じ
労
働
者
階
級
」
と
し
て
何
を
感
じ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
訪
問
さ
れ
る
側
か
ら

す
れ
ば
、
彼
女
た
ち
は
ど
う
見
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
を
雇
用
す

る
側
、
す
な
わ
ち
中
流
階
級
女
性
と
の
関
係

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
今
後
の
話
題
と
し
て

考
え
て
い
き
た
い
が
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
労

働
者
階
級
女
性
と
時
代
の
動
き
の
関
り
を
物

語
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

き
の
彼
女
の
様
子
を
見
て
ほ
し
か
っ
た
）。

彼
女
は
ひ
ど
く
取
り
乱
し
て
大
粒
の
涙
を
あ

ふ
れ
さ
せ
、
汚
れ
た
顔
を
ぬ
ら
し
て
泣
き
続

け
、
も
は
や
私
の
助
け
を
拒
も
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
同
意
を
得
て
聖
書
を
数
行
読
み

聞
か
せ
て
、
そ
の
後
彼
女
と
話
を
交
わ
し

た
。･･････

夫
は
ビ
ラ
貼
り
の
仕
事
で
週

給
一
五
シ
リ
ン
グ
を
稼
ぐ
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
を
酒
に
費
や
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
聞

か
さ
れ
た
。

上
記
は
、
貧
民
救
済
の
た
め
の
伝
道
団
に

し
て
、
一
九
世
紀
最
大
の
女
性
ヴ
ィ
ジ
テ
ィ

ン
グ
（
訪
問
活
動
）
組
織
で
あ
っ
た
「
ラ
ン

ヤ
ー
ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
機
関
誌
『
ミ
ッ

シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
・
マ
ガ
ジ
ン
Ｍ
Ｌ
Ｍ
』
誌

の
一
八
七
七
年
一
月
号
の
記
事
で
、
訪
問
看

護
活
動
に
従
事
す
る
ナ
ー
ス
Ｎ
（
ナ
ー
ス
の

名
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
記
載
さ
れ
る
）
の
あ
る

日
の
体
験
を
患
者
と
の
会
話
の
再
現
を
交
え

て
レ
ポ
ー
ト
し
た
も
の
か
ら
の
抜
粋
で
あ

る
。
こ
の
後
に
は
、
母
親
が
ナ
ー
ス
を
最
初

拒
ん
だ
理
由
は
い
わ
ゆ
る
伝
道
団
の
活
動
に

対
す
る
嫌
悪
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
は
ナ
ー
ス
の
好
意
に
よ
っ
て
覆
く
つ
が
えさ
れ
た
の

だ
と
い
う
描
写
が
あ
り
、
ナ
ー
ス
が
弱
っ
て

い
る
母
親
の
た
め
に
肉
汁
ス
ー
プ
を
つ
く
っ

た
こ
と
や
子
供
服
の
修
繕
を
二
人
で
し
た
こ

と
、
そ
し
て
体
力
回
復
の
た
め
に
ラ
ン
ヤ
ー

ド
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
栄
養
物
を
支
給
さ
れ

ま
ず
は
、
一
九
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
に

お
け
る
労
働
女
性
の
一
側
面
を
示
す
事
例
と

し
て
、
慈
善
篤
志
組
織
に
雇
用
さ
れ
活
動
し

た
女
性
た
ち
を
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下

は
、
そ
う
し
た
女
性
の
一
人
が
残
し
た
「
報

告
」
で
あ
る
。

二
日
前
に
出
産
し
た
女
性
の
ケ
ア
を
、
バ

イ
ブ
ル
ウ
ー
マ
ン
か
ら
依
頼
さ
れ
て
出
向
い

た
。･･･

み
す
ぼ
ら
し
い
路
地
の
奥
ま
で
進

ん
で
、
穴
蔵
の
よ
う
な
暗
い
住
ま
い
を
見
つ

け
て
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。･･････

中
で

は
四
人
兄
弟
た
ち
が
裸
同
然
で
暖
炉
の
周
り

に
座
り
こ
ん
で
い
て
、
母
親
は
暗
い
隅
で
ぼ

ろ
の
塊
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
あ

り
様
で
あ
っ
た
。
私
は
彼
女
に
近
づ
き
声
を

か
け
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
「
す
ぐ
に
出
て

行
っ
て
。
こ
こ
に
は
用
な
ん
て
な
い
わ
。
顔

を
見
れ
ば
わ
か
る
け
ど
、
ど
こ
か
の
伝
道
会

の
人
な
ん
で
し
ょ
。
こ
こ
で
そ
ん
な
人
に

ち
ょ
っ
と
で
も
説
教
さ
れ
た
く
は
な
い
の
。

だ
か
ら
出
て
っ
て
」
と
叫
び
だ
し
た
。
激
昂

C
H
R
O
N
O
S

第　　 　　　回

『ミッシング・リンク・マガジン』誌
1877年版 表紙
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田
辺
尚
雄
『
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音
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語
』
青
蛙
房
、
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九

六
五
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辺
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史
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佐野 仁美
本学発達教育学部
児童教育学科教授
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央
公
論
』
一
九
一
二
年
七
月
号
に
は
「
松
井

須
磨
子
と
柴
田
環
」
と
い
う
人
物
評
論
が
組

ま
れ
、
帝
国
劇
場
の
演
劇
主
任
で
あ
っ
た
松

居
松
葉
は
、
両
人
と
も
芸
そ
の
も
の
を
絶
愛

し
そ
の
た
め
に
は
何
人
の
前
に
も
跪
く
を
恥

と
し
な
い
ほ
ど
謙
虚
で
あ
る
と
語
っ
て
い

る
。
ま
た
、
六
月
に
天
竺
を
舞
台
に
し
た
ウ

エ
ル
ク
マ
イ
ス
テ
ル
作
の
《
釈
迦
》
を
見
た

有
島
生
馬
は
、「
ソ
プ
ラ
ノ
・
リ
ゝ
コ
に
適

し
た
柴
田
夫
人
」
と
い
う
文
章
で
、
環
の
美

し
い
声
質
や
日
本
人
と
し
て
は
豊
か
な
音
量

に
触
れ
つ
つ
、
日
本
に
オ
ペ
ラ
を
移
す
た
め

に
は
、
声
価
の
定
ま
っ
た
歌
劇
を
演
奏
す
る

の
が
急
務
且
つ
最
上
の
方
法
で
あ
る
と
論
じ

た
。
オ
ペ
ラ
熱
は
日
本
の
題
材
を
世
界
に
通

用
す
る
オ
ペ
ラ
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
創
作

歌
劇
を
生
ん
だ
が
、
題
材
を
理
解
す
る
日
本

人
作
曲
家
や
そ
の
表
現
方
法
が
育
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
天
皇
の
崩
御
で
歌

舞
音
曲
停
止
に
な
り
、
新
聞
記
者
と
の
関
係

に
悩
ん
だ
環
は
、
三
浦
の
赴
任
先
の
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
渡
っ
た
。（
以
下
次
号
）

の
で
、
都
中
の
青
年
を
魅
了
し
て
い
た
と
い
う
。

封
建
的
な
因
襲
を
乗
り
越
え
る
「
ハ
イ
カ
ラ

さ
ん
」
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

環
は
、
声
楽
を
幸
田
延
や
お
雇
い
ド
イ
ツ

人
教
師
の
ユ
ン
ケ
ル
に
習
っ
た
。
高
名
な

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
ヨ
ア
ヒ
ム
門
下
の
ユ

ン
ケ
ル
か
ら
は
音
楽
の
解
釈
や
ド
イ
ツ
語
の

発
音
を
教
わ
っ
た
が
、
発
声
法
は
自
分
自
身

で
工
夫
す
る
し
か
な
く
、
喉
を
無
理
し
て
使

わ
な
い
発
声
法
を
一
人
で
会
得
し
た
結
果
、

超
絶
技
巧
を
要
す
る
《
お
蝶
夫
人
》
を
二
千

回
も
上
演
で
き
た
と
語
っ
て
い
る
。
音
楽
学

校
で
イ
タ
リ
ア
式
の
歌
唱
法
を
学
ん
だ
訳
で

は
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

一
九
世
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
芸
術
が
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
。
鴎
外
ら
帰
朝
者
の
文
章
に
よ
り
ワ
ー

グ
ナ
ー
と
い
う
す
ご
い
作
曲
家
が
い
る
と
い

う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
実
際
に
オ
ペ

ラ
を
見
た
日
本
人
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
っ

た
。
オ
ペ
ラ
上
演
の
機
運
が
高
ま
り
、
音
楽

学
校
と
帝
大
の
有
志
に
よ
る
歌
劇
研
究
会
が

結
成
さ
れ
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
叶
わ
な
か
っ
た

も
の
の
、オ
ペ
ラ
の
改
革
者
グ
ル
ッ
ク
の《
オ

ル
フ
ォ
イ
ス
》
全
曲
が
東
京
音
楽
学
校
奏
楽

堂
で
一
九
〇
三
年
に
上
演
さ
れ
た
。こ
れ
は
、

石
倉
小
三
郎
や
近
藤
朔
風
ら
が
日
本
語
訳

を
、
美
術
学
校
の
山
本
芳
翠
や
藤
島
武
二
ら

が
衣
装
や
背
景
を
、
音
楽
学
校
の
ノ
エ
ル
＝

ペ
リ
ー
が
演
出
と
指
揮
を
、
ケ
ー
ベ
ル
が
ピ

界
の
花
形
で
あ
っ
た
環
は
、
夫
の
赴
任
地
に

同
行
せ
ず
、
そ
の
離
婚
は
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
に

な
っ
た
。
助
教
授
を
務
め
て
い
た
音
楽
学
校

を
一
九
〇
九
年
に
辞
職
し
、
後
に
、
帝
大
で

助
手
を
し
て
い
た
三
浦
政
太
郎
と
一
九
一
三

年
に
正
式
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。『
東

京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
六
月
七
日
の

「
好
楽
会
第
二
回
演
奏
」
と
い
う
記
事
で
は
、

閉
塞
し
て
い
た
環
が
久
し
ぶ
り
に
登
場
し
て

人
気
を
集
め
た
様
子
を
伝
え
、
技
巧
は
手
に

入
っ
た
も
の
で
あ
る
が
音
量
が
足
り
ず
に
一

本
調
子
に
な
る
の
を
一
種
の
役
者
染
み
た
身

振
り
で
補
お
う
と
す
る
の
が
嫌
味
で
あ
る
と

報
じ
て
い
る
。
こ
の
表
現
力
が
後
の
海
外
で

の
成
功
に
導
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
一
一
年
に
は
、
外
国
の
貴
賓
に
日
本

文
化
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
歌
舞
伎
や
新

劇
、
オ
ペ
ラ
等
が
上
演
で
き
る
日
本
初
の
本

格
的
な
洋
式
劇
場
の
帝
国
劇
場
が
開
場
し

た
。
環
は
歌
劇
部
の
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
兼
教
師

に
な
っ
て
一
〇
月
に
音
楽
学
校
の
ウ
エ
ル
ク

マ
イ
ス
テ
ル
作
曲
の
《
胡
蝶
の
舞
》
に
出
演

し
、
一
二
月
に
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
来
日
し
た

テ
ナ
ー
の
サ
ル
コ
リ
ー
と
マ
ス
カ
ー
ニ
《
カ

ヴ
ァ
レ
リ
ア
・
ル
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
》
を
原
語

で
日
本
人
と
し
て
部
分
初
演
し
、
成
功
を
収

め
た
。
翌
年
二
月
に
は
能
を
題
材
に
ユ
ン
ケ

ル
が
曲
を
付
け
た
《
熊
野
》
を
上
演
し
た
が
、

こ
ち
ら
は
歌
舞
伎
風
の
衣
装
や
背
景
の
雰
囲

気
と
音
楽
が
合
わ
ず
、大
失
敗
だ
っ
た
。『
中

役
立
っ
た
と
い
う
。
天
性
の
良
い
声
に
恵
ま

れ
、
音
感
も
身
に
つ
け
た
環
は
、
西
洋
文
化

が
浸
透
し
て
い
っ
た
時
代
に
、
合
理
的
な
考

え
を
持
っ
て
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
。

環
は
通
っ
て
い
た
東
京
女
学
館
の
教
員

よ
り
東
京
音
楽
学
校
へ
の
進
学
を
勧
め
ら

れ
る
。
女
性
問
題
で
両
親
は
離
婚
し
、
芸

事
は
お
嫁
入
り
の
資
格
で
卒
業
後
は
結
婚

す
る
の
が
当
然
と
い
う
父
は
、「
西
洋
の
芸

者
」
と
音
楽
家
志
望
に
大
反
対
で
あ
っ
た
。

進
歩
的
な
家
庭
で
も
、
音
楽
を
「
芸
事
」
と

見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
父
か
ら
の
条
件

で
、環
は
軍
医
藤
井
善
一
と
内
祝
言
を
あ
げ
、

一
九
〇
〇
年
に
音
楽
学
校
に
入
学
し
た
。
ピ

ア
ノ
を
習
っ
た
滝
廉
太
郎
か
ら
求
婚
さ
れ
、

事
情
を
話
せ
ず
に
困
っ
た
と
い
う
。

乗
り
物
に
弱
い
環
は
、
イ
ギ
リ
ス
製
の
赤

い
自
転
車
に
乗
っ
て
芝
か
ら
上
野
の
音
楽
学

校
に
通
学
し
た
。
ま
だ
自
転
車
に
乗
る
女
性

は
珍
し
く
、
前
髪
を
赤
い
リ
ボ
ン
で
結
び
、

紫
の
矢や
が
す
り絣
の
着
物
に
海
老
茶
の
袴
と
靴
を
履

い
て
通
学
す
る
環
の
姿
は
「
自
転
車
美
人
」

と
し
て
評
判
に
な
り
、
付
け
文
を
し
た
り
す

る
者
ま
で
現
れ
た
。
後
に
二
つ
年
下
の
生
徒

の
山
田
耕
筰
に
は
行
き
手
を
遮さ
え
ぎる
い
た
ず
ら

を
さ
れ
て
転
倒
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
選
科

に
通
っ
て
い
た
田
辺
尚
雄
の
回
想
に
よ
れ

ば
、
美
声
ば
か
り
で
な
く
、
美
貌
と
と
も
に

艶え
ん

な
態
度
が
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
を
思
わ
せ
る
環

の
人
気
は
一
年
生
の
頃
か
ら
既
に
大
し
た
も

ア
ノ
伴
奏
を
担
当
し
、
卒
業
生
と
生
徒
が
出

演
す
る
と
い
う
、
記
念
碑
的
な
出
来
事
だ
っ

た
。
本
科
二
年
生
の
環
は
、
エ
ウ
リ
デ
ィ
ー

チ
ェ
を
演
じ
て
オ
ペ
ラ
デ
ビ
ュ
ー
し
、
当
日

は
紳
士
淑
女
で
一
杯
に
な
っ
た
と
い
う
。
ち

な
み
に
、
そ
の
後
も
音
楽
学
校
で
は
オ
ペ
ラ

が
計
画
さ
れ
た
が
、「
男
女
七
歳
に
し
て
席

を
同
じ
く
せ
ず
」
と
い
う
男
女
差
別
が
見
ら

れ
た
当
時
、
風
紀
問
題
が
マ
ス
コ
ミ
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
た
。
男
女
が
一
緒
に
練
習
す

る
こ
と
を
嫌
っ
た
文
部
省
が
中
止
を
求
め
、

オ
ペ
ラ
上
演
は
別
に
展
開
し
て
い
く
。

環
は
昭
憲
皇
后
の
音
楽
学
校
行
啓
の
折
に

演
奏
し
、
感
激
の
あ
ま
り
生
涯
を
音
楽
に
捧

げ
よ
う
と
決
心
し
た
と
い
う
。
一
九
〇
四
年

に
研
究
科
に
進
み
、
一
九
〇
五
年
三
月
二
四

日
の
『
都
新
聞
』
の
「
音
楽
学
校
演
奏
会
」

と
い
う
記
事
に
は
、
定
期
演
奏
会
に
お
け
る

環
の
申
し
分
な
い
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
独
唱
が

書
か
れ
て
い
る
。
環
は
、
来
日
し

た
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王

の
第
三
王
子
で
あ
る
コ
ン
ノ
ー
ト

殿
下
の
御
前
演
奏
も
行
っ
た
。

明
治
後
期
に
は
、
明
治
音
楽

会
、
東
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
会

や
音
楽
奨
励
会
等
が
結
成
さ
れ

て
演
奏
会
が
行
わ
れ
、
聴
衆
が
形

成
さ
れ
て
い
く
。
よ
う
や
く
洋

楽
だ
け
で
音
楽
会
が
成
立
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
音
楽

前
回
ま
で
は
、
西
洋
音
楽
が
移
入
さ
れ

た
ば
か
り
の
創
成
期
の
日
本
人
女
性
ピ
ア

ニ
ス
ト
を
紹
介
し
、
ド
イ
ツ
音
楽
中
心
の

楽
壇
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
。

今
回
は
一
世
代
後
の
三
浦
環
（
一
八
八
四
─

一
九
四
六
［
明
治
一
七
─
昭
和
二
一
］
年
）

を
取
り
上
げ
よ
う
。
環
は
、
戦
前
に
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
最
初
の
日
本
人

プ
リ
マ
ド
ン
ナ
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
『
エ
ー

ル
』
の
双
浦
環
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

鹿
鳴
館
で
華
や
か
な
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
た
東
京
で
、
環
は
日
本
初
の
公
証
人
で

あ
る
柴
田
猛
甫
と
母
登
波
の
間
に
生
ま
れ
た
。

進
歩
的
な
父
は
芸
事
を
好
み
、
環
は
藤
間
流

の
踊
り
や
長
唄
、
山
田
流
の
箏
を
習
っ
た
。

後
に
《
蝶
々
夫
人
》
を
演
じ
る
の
に
非
常
に

《オルフォイス》の上演。
左から二人目が柴田環。
出典：『東京芸術大学百年史
　　　 東京音楽学校篇 第一巻』
　　　音楽之友社、1987 年
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こ
と
、
さ
ら
に
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
流

入
と
そ
の
在
地
化
、
さ
ら
に
ア
イ
ヌ
文
化

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

た
。
次
い
で
、
縄
文
時
代
と
古
墳
時
代
の

性
別
役
割
な
い
し
分
業
の
実
態
に
つ
い
て

質
問
が
あ
っ
た
。
縄
文
時
代
に
は
狩
猟
や

石
器
造
り
は
男
性
の
仕
事
で
あ
り
、
土
器

造
り
は
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
古
墳
時

代
に
は
武
器
製
作
や
採
石
な
ど
の
力
仕
事

や
遠
隔
地
に
赴
く
労
働
は
男
性
の
仕
事
で

あ
り
、
製
粉
・
水
運
び
・
調
理
な
ど
の
よ

う
に
筋
力
を
必
要
と
せ
ず
、
近
場
の
仕
事

が
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。

最
後
に
司
会
の
増
渕
氏
が
、
世
界
遺
産

の
意
義
や
あ
り
方
に
つ
い
て
話
を
振
ら
れ

た
。
講
師
か
ら
は
世
界
遺
産
は
地
球
遺
産

に
し
て
地
域
遺
産
で
も
あ
る
の
で
、
郷
土

愛
と
い
う
地
域
へ
の
愛
着
は
地
域
住
民
か

ら
の
自
発
的
な
運
動
の
上
に
構
築
さ
れ
る

必
要
性
や
、
世
界
遺
産
が
身
近
な
文
化
遺

産
に
目
を
向
け
て
掘
り
起
こ
す
役
割
を
果

た
す
こ
と
へ
の
期
待
な
ど
が
語
ら
れ
た
。

遺
跡
の
研
究
に
よ
っ
て
過
去
に
対
す
る
認

識
が
改
ま
り
、
現
在
の
生
活
の
更
新
に
繋

が
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
終
了
し
た
。

が
ら
、
長
期

に
わ
た
る
定

住
生
活
を
実

現
し
た
世
界

に
例
の
な
い

社
会
で
あ
っ

た
。
こ
の
点

を
踏
ま
え
つ

つ
、
阿
部
氏

は
北
海
道
の
縄
文
遺
跡
の
特
異
性
か
ら
講

演
を
始
め
ら
れ
た
。
海
流
や
植
物
生
態
系

が
も
た
ら
す
動
植
物
の
自
然
の
恵
み
の
豊

か
さ
が
定
住
を
促
し
た
が
、
北
海
道
の
縄

文
社
会
は
自
給
自
足
の
社
会
で
は
な
く
て

交
易
（
新
潟
の
翡
翠
、
秋
田
の
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
等
）
を
伴
う
社
会
で
あ
っ
た
。

次
に
家
族
と
母
性
の
本
題
に
つ
い
て
。

定
住
生
活
に
よ
っ
て
墓
域
が
登
場
し
た

が
、
墓
か
ら
幼
児
の
足
形
が
あ
る
土
板
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
産
多
死
の

時
代
と
は
い
え
夭
折
し
た
我
が
子
を
悼
む

感
情
を
確
認
で
き
る
こ
と
、
妊
産
婦
を
埋

葬
し
た
墓
の
遺
物
に
弁
柄
が
分
厚
く
塗
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
丁
重
に
埋
葬
さ
れ

た
こ
と
が
窺
え
た
。
ま
た
、
四
肢
骨
が
細

い
人
骨
か
ら
は
、
ケ
ア
を
受
け
て
い
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

そ
し
て
土
偶
の
話
題
に
転
じ
、
土
偶
は

潜
在
的
な
母
性
を
持
っ
た
女
性
と
し
て
造

ら
れ
る
が
、
縄
文
後
期
に
な
る
と
性
を
超

る
女
性
・
子
ど
も
・
家
族
、
③
埴
輪
に
あ

ら
わ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
三
部
構
成
で

あ
っ
た
。
①
で
は
、
先
行
研
究
に
依
拠
し

て
性
別
分
業
に
つ
い
て
男
性
優
位
労
働
と

女
性
優
位
労
働
の
概
略
が
示
さ
れ
た
（
後

述
）。
②
で
は
古
墳
の
人
骨
資
料
か
ら
、

女
性
首
長
の
存
在
、
古
墳
時
代
の
親
族
関

係
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
原
理
が
基
本
で
兄
弟
姉

妹
が
同
じ
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
、
埴

輪
が
あ
る
古
墳
の
被
葬
者
は
女
性
で
あ

り
、
武
器
の
副
葬
品
が
あ
る
古
墳
の
被
葬

者
は
男
性
で
あ
る
こ
と
、
四
世
紀
の
古
墳

の
埋
葬
者
は
男
女
半
々
で
あ
っ
た
が
、
五

世
紀
頃
か
ら
父
系
化
が
進
む
こ
と
、
子
ど

も
の
埋
葬
棺
の
特
徴
な
ど
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
埴
輪
に
は
社
会

的
性
差
が
確
認
で
き
、
埴
輪
か
ら
性
別
分

業
や
職
掌
が
把
握
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に

は
埴
輪
か
ら
政
治
空
間
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

関
係
が
読
み
取
れ
る
こ
と
な
ど
の
説
明
が

あ
っ
た
。

＊
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

二
つ
の
講
演
に
対
し
て
フ
ロ
ア
か
ら
質

問
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
二

～
三
の
質
問
に
絞
っ
て
紹
介
し
よ
う
。
ま

ず
は
時
代
区
分
の
質
問
に
対
し
て
、
漁
労

採
集
か
ら
稲
作
へ
と
い
う
本
州
の
発
展
と

は
異
な
り
、
北
海
道
に
は
稲
作
は
な
く
、

交
易
を
前
提
と
し
た
狩
猟
採
集
が
続
い
た

去
る
六
月
一
八
日
、
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
三
年
ぶ
り
に
開

か
れ
た
。
コ
ロ
ナ
対
策
上
の
人
数
制
限
を

伴
っ
た
と
は
い
え
、
一
〇
〇
名
を
超
す
市

民
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
考
古
遺

物
か
ら
み
る
先
史
の
女
性
・
子
ど
も
・
家

族
」
で
あ
る
。
縄
文
時
代
と
古
墳
時
代
の

遺
跡
・
遺
物
か
ら
、
当
時
の
女
性
・
子
ど

も
・
家
族
の
姿
や
心
を
読
み
取
ろ
う
と
す

る
企
画
で
あ
っ
た
。
と
く
に
縄
文
時
代
に

つ
い
て
は
、
二
〇
二
一
年
に
世
界
文
化
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
一
七
の
「
北
海
道
・
北

東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」
の
う
ち
、
道
南
に

あ
る
六
遺
跡
の
発
掘
調
査
か
ら
出
土
し
た

遺
物
に
光
が
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
遺

跡
か
ら
、女
性
を
か
た
ど
る
中
空
土
偶
や
、

子
ど
も
の
足
形
を
捺
し
た
土
板
な
ど
が
出

土
し
て
い
た
。
講
師
は
、
こ
れ
ら
遺
跡
の

世
界
遺
産
登
録
に
も
中
心
的
に
関
与
さ
れ

た
阿
部
氏
だ
。
古
墳
時
代
に
つ
い
て
は
、

本
学
の
中
久
保
氏
が
近
畿
地
域
の
古
墳
か

ら
出
土
す
る
埴
輪
な
ど
の
遺
物
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
分
析
を
試
み
た
。
そ
れ
で
は
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。

＊
縄
文
時
代
の
家
族
と
母
性

縄
文
土
器
で
知
ら
れ
る
縄
文
時
代
は
、

一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
漁
撈
・
狩
猟
・

採
集
に
よ
る
食
料
生
産
を
基
盤
と
し
な

越
し
た
造
形
物
に
な
る
と
い
う
見

通
し
の
も
と
、
ほ
と
ん
ど
の
土
偶

が
壊
れ
た
状
態
で
出
土
す
る
こ
と

の
意
味
を
国
宝
の
中
空
土
偶
か
ら

説
明
さ
れ
た
。
土
偶
が
故
意
に
破

壊
さ
れ
る
現
象
か
ら
、
土
偶
の
製

作
と
破
壊
と
い
う
関
係
に
生
と
死

と
再
生
と
い
う
縄
文
の
精
神
性
が

見
出
せ
る
こ
と
、
ま
た
縄
文
時
代

の
二
項
原
理
（
男
性
／
女
性
、
偶

数
／
奇
数
、
赤
／
黒
）
は
、
対
立

で
は
な
く
て
融
合
の
原
理
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

世
界
遺
産
に
つ
い
て
文
化
政
策
・
教
育
・

地
域
振
興
と
い
う
三
つ
の
視
点
を
提
示
さ

れ
、「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

（
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）（
注
）」が
重
要
だ
と
ま
と
め
ら
れ
た
。

貝
塚
は
ゴ
ミ
捨
て
場
で
は
な
く
て
祭
祀

が
行
わ
れ
た
場
、
墓
域
で
も
あ
っ
た
と
の

指
摘
に
蒙も
う

を
啓ひ
ら

か
れ
た
人
も
多
か
っ
た
だ

ろ
う
し
、
中
空
土
偶
を
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
し

た
と
き
の
苦
労
話
（
遺
物
を
撮
る
前
例
が

な
い
た
め
、
茅
空
［
カ
ッ
ク
ウ
］
と
い
う

明
治
生
ま
れ
の
女
性
と
し
て
診
察
券
を
発

行
の
う
え
撮
影
）
に
、
破
顔
一
笑
の
人
も

多
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

＊
古
墳
時
代
の
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

中
久
保
氏
の
報
告
は
、
①
民
族
誌
か
ら

見
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
②
古
墳
被
葬
者
に
み
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考古遺物からみる先史の女性・子ども・家族

●日　　時：2022年 6月 18日（土）１３：００〜１６：３０
●会　　場：キャンパスプラザ京都
●講　　師：阿部 千春（北海道庁縄文世界遺産推進室特別研究員／元函館市縄文文化交流センター館長）
　　　　　　「縄文時代の家族と母性　―北海道の縄文遺跡を事例として―」
　　　　　　中久保 辰夫（本学文学部歴史遺産学科准教授）
　　　　　　 「古墳時代の家族・ジェンダー　―近畿地域の事例を中心として―」
●司会・コーディネーター：増渕 徹（本学文学部歴史学科教授）

注

Ｅ
Ｓ
Ｄ
（Education

for
Sustainable

D
evelopm

ent

）、
持
続
可
能
な
社
会
の

創
り
手
を
育
む
教
育
の
こ
と
。

渡邊 和行 本学文学部歴史学科教授






