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論
　
　
文

報
徳
会
機
関
誌
『
報
徳
』
に
み
る
女
性
像
―
一
九
一
一
―
一
九
二
二
―井

竿

富

雄

は
じ
め
に

　

小
論
は
、
花
田
仲
之
助
が
創
設
し
た
道
徳
教
化
運
動
「
報
徳
会
」
の
機
関
誌
『
報
徳
』
の

誌
面
か
ら
そ
の
女
性
観
を
見
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

こ
の
「
報
徳
会
」
に
関
す
る
研
究
は
多
く
な
い
。
数
少
な
い
先
行
研
究
に
あ
っ
て
、
並

松
信
久
氏
の
研
究

（
1
（

や
、
藤
野
真
挙
氏
の
研
究
（
（
（

は
こ
の
「
報
徳
会
」
運
動
を
正
面
か
ら
扱
っ

た
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
後
、
筆
者
も
若
干
の
研
究
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
る

（
（
（

。

そ
れ
は
、
鹿
児
島
で
機
関
誌
『
報
徳
』
を
創
刊
し
た
時
代
の
報
徳
会
の
主
張
や
、
第
一
次
世

界
大
戦
期
に
報
徳
会
が
機
関
誌
で
展
開
し
た
主
張
で
あ
っ
た
り
し
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
に
入
り
、
日
本
社
会
も
少
し
ず
つ
変
化
が
出
て
き
た
。
社
会
運
動
な
ど
が

拡
大
し
、
女
性
の
権
利
な
ど
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
二
二
年
に
は
治
安
警

察
法
五
条
が
改
正
さ
れ
て
、
女
性
が
政
治
集
会
に
出
る
こ
と
が
よ
う
や
く
解
禁
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
女
性
の
社
会
進
出
や
政
治
的
権
利
を
求
め
る
運
動
が
一
定
の
前
進
を
遂
げ
始
め

て
い
た
の
で
あ
る
。
報
徳
会
は
こ
の
よ
う
な
新
し
い
主
張
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

報
徳
会
自
体
も
変
化
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
一
九
一
九
年
に
報
徳
会
は
本
拠
地
を
鹿
児
島
か

ら
京
都
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
天
皇
の
葬
ら
れ
た
京
都
桃
山
に
移
転
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
鹿
児
島
出
身
の
財
界
人
村
野
山
人
が
力
を
貸
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
主
要
な
顔
ぶ

れ
に
変
化
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
第
七
高
等
学
校
造
士
館
の
教
授
な
ど

か
ら
、
小
論
で
出
て
く
る
山
崎
真
之
や
角
谷
源
之
助
と
い
っ
た
、
女
学
校
や
師
範
学
校
の
校

長
を
経
験
し
た
者
な
ど
が
報
徳
会
の
本
部
的
な
存
在
で
あ
る
「
総
事
務
所
」
や
機
関
誌
に
関

わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

報
徳
会
の
創
設
者
花
田
仲
之
助
の
ま
と
ま
っ
た
関
係
文
書
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
文
書
館
史

料
な
ど
に
花
田
が
出
し
た
書
簡
な
ど
で
残
っ
て
い
る
も
の
を
探
し
た
り
し
な
が
ら
研
究
は
進

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
報
徳
会
の
機
関
誌
『
報
徳
』
は
、
そ
こ
に
集
っ
て
い
た
人
々

や
、
会
と
し
て
の
主
張
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
同
時
代
文
献
と
し
て
貴
重
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
今
回
に
お
い
て
も
、
岡
山
県
の
金
光
図
書
館
所
蔵
の
『
報
徳
』
を
主
と
し
て
用
い
つ

つ
、
同
時
代
文
献
を
探
求
す
る
形
で
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
あ
え
ず
今

回
の
小
論
は
、
今
回
確
認
で
き
た
、
創
刊
か
ら
一
九
二
二
年
ま
で
の
も
の
を
扱
う
こ
と
と
す

る
。
こ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

報
徳
会
に
み
る
男
女
の
役
割
―
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の

　

花
田
仲
之
助
の
報
徳
会
運
動
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
小
論
が
扱
う
時
代
に
お
い
て
は
、

女
性
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
会
の
運
営
に
携
わ
る
者
は
す
べ
て
男
性

で
あ
る
。
報
徳
会
の
運
営
に
携
わ
る
「
幹
事
」
に
女
性
は
一
人
も
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
報

徳
会
の
本
部
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
総
事
務
所
に
あ
っ
て
も
、
女
性
の
勤
務
員
が
い
た

か
ど
う
か
が
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
報
徳
会
の
機
関
誌
『
報
徳
』
に
あ
っ
て
も
、
今
回
検
討

し
た
期
間
内
に
お
い
て
、
女
性
の
執
筆
者
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（
（

。

　

こ
れ
は
、
地
方
の
報
徳
会
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
地
に
お
い

て
報
徳
会
を
運
営
す
る
人
々
は
そ
の
土
地
の
指
導
的
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
女
性
が

出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
男
性
が
動
か
す
組
織
で
あ
っ

た
と
い
い
う
る

（
（
（

。

　

か
と
い
っ
て
、
報
徳
会
に
お
い
て
女
性
が
不
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
報
徳
会
の
組
織

に
関
す
る
講
演
会
や
、
報
徳
会
発
足
後
の
例
会
に
あ
っ
て
は
、
老
若
男
女
問
わ
ず
の
出
席
が

求
め
ら
れ
て
い
た
。
報
徳
会
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
教
育
勅
語
は
国
民
す
べ
て
が
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
こ
に
男
女
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
報
徳
会
が
考
え
る
秩
序
の
な
か
に
あ
っ
て
、
男
女
は
明
快
に
役
割
が

区
別
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
機
関
誌
『
報
徳
』
の
記
事
に
お
い
て
わ
か
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
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報徳会機関誌『報徳』にみる女性像―一九一一―一九二二―

「
否
定
的
な
女
性
像
の
事
例
」
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
は
、
不
健
康
な
女
性
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
以
前
の
拙
稿
で
も
こ

の
部
分
は
言
及
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
花
田
は
一
九
一
〇
年
代
前
半
に
、
日
本
の
若
者
が

「
一
見
し
て
肺
病
患
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
肋
膜
炎
予
後
の
婦
人
で
は
あ
る
ま
い
か
と
疑
は
れ
る

様
な
柔
弱
な
女
」
を
好
ん
で
い
る
の
は
よ
く
な
い
、
と
批
判
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

（
（
（

。
ま
た
、

鹿
児
島
時
代
に
よ
く
誌
面
に
登
場
し
た
第
七
高
等
学
校
教
授
の
吉
田
賢
龍
は
、「
婦
人
の
つ

と
め
」
と
題
し
た
講
演
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（

7
（

「
男
子
は
婦
人
の
内
助
な
く
し
て
大
望
を
満
足
に
遂
ぐ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
も
言
へ
る
。
日

本
婦
人
に
そ
れ
丈
の
誠
意
が
欠
如
し
て
居
る
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
が
、
何
う
も
諸
種
の
点
に

於
て
西
洋
婦
人
に
及
ば
ぬ
所
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
さ
れ
ば
今
後
の
婦
人
は
徹
頭
徹
尾
常

に
愉
快
に
夫
を
鼓
舞
督
励
し
て
行
く
様
心
懸
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
西
洋
婦
人
は
西
比
利
亜
や
南

極
北
極
に
ま
で
行
っ
て
活
動
す
る
丈
の
勇
気
と
体
力
と
を
具
備
し
て
居
る
が
日
本
婦
人
は
其

の
点
が
遥
か
に
劣
っ
て
居
る
。
早
く
死
ぬ
者
の
多
い
の
に
考
へ
合
は
し
て
見
て
も
よ
く
分
る

事
だ
が
、
今
後
一
等
国
の
婦
人
と
し
て
は
特
に
大
事
に
し
て
貰
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」

　

つ
ま
り
、
妻
と
し
て
内
助
の
功
を
果
た
す
に
は
健
康
な
肉
体
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る（
た
だ
し
、
こ
の
筆
者
は
活
動
的
な
女
性
を
否
定
し
て
は
い

な
い
）。

　

次
に
、
女
性
は
自
分
の
欲
望
や
権
利
意
識
に
基
づ
く
自
己
主
張
を
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
関
し
て
言
え
ば
、
報
徳
会
の
機
関
誌
に
は
多
く
の
否
定
的
な
事
例
が
出
て
く
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
あ
る
べ
き
女
性
像
」
が
浮
か
び
上
が
る
と
も
い
え
る
の

で
あ
る
。

　

以
前
述
べ
た
よ
う
に
、
花
田
は
徳
富
蘆
花
の
『
不
如
帰
』
に
つ
い
て
、
口
を
極
め
て
非
難

し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
人
公
が
、
自
分
の
妻
が
結
核
に
な
っ
た
こ
と
で
母
親（
妻

に
と
っ
て
は
姑
）に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
を
嘆
く
こ
と
に
対
し
て
だ
っ
た

（
（
（

。
家
族
制
度
を
強

固
に
維
持
し
、
家
族
構
成
員
を
健
康
に
保
つ
た
め
で
あ
れ
ば
、
妻
は
病
ん
だ
ら
黙
っ
て
身
を

引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
家
族
の
維
持
の
た
め
に
妻
は
自
己
を
抑
制
す

べ
き
」
と
い
う
面
で
の
花
田
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
機
関
誌
に
お
い

て
も
、
花
田
は
イ
プ
セ
ン
の
『
人
形
の
家
』
の
事
例
を
引
い
て
「
ノ
ラ
ー
が
夫
が
自
分
を
愛

し
て
呉
れ
ぬ
か
ら
自
分
も
愛
せ
ぬ
帰
ら
ぬ
と
云
ふ
た
の
は
自
己
を
中
心
と
し
た
る
外
国
婦
人

の
思
想
で
あ
る
。
一
旦
夫
婦
と
な
っ
た
以
上
は
夫
の
み
な
ら
ず
家
を
も
先
祖
を
も
大
事
に
し

て
幾
年
留
守
居
を
し
て
淋
敷
き
月
日
を
送
る
と
も
二
心
な
き
が
日
本
婦
人
の
魂
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る

（
（
（

。
時
代
に
合
わ
せ
て
新
し
い
要
素
に
常
に
言
及
し
て
い
く
の
は
報
徳
会
が
決

し
て
時
代
の
潮
流
を
無
視
し
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。
花
田
は
あ
え
て
、『
人
形
の
家
』
の

主
人
公
が
、
自
我
に
覚
醒
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、「
夫
の
愛
情
が
冷
め
た
」

こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
出
て
い
く
と
理
解
し
よ
う（
読
者
に
理
解
さ
せ
よ
う
）と
し
て
い
る
。

日
本
人
女
性
は
た
と
え
夫
に
忘
れ
ら
れ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裏
切
ら
れ
て
も
夫
に
対
す

る
貞
節
や
愛
情
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

特
に
、
女
性
解
放
運
動
な
ど
が
前
面
に
出
て
く
る
一
九
二
〇
年
代
前
後
で
は
、
女
性
の
権

利
意
識
な
ど
を
で
き
る
だ
け
否
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
こ
の
動
き

は
、
参
政
権
要
求
の
よ
う
な
直
接
的
に
政
治
的
な
も
の
か
ら
、
家
庭
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て

の
も
の
ま
で
硬
軟
取
り
混
ぜ
て
出
て
く
る
。

　

こ
れ
は
一
九
一
七
年
の
も
の
で
あ
る
が
、「
薩
摩
義
士
」
顕
彰
運
動（
江
戸
時
代
に
薩
摩
藩

の
武
士
が
長
良
川
な
ど
の
改
修
工
事
に
か
か
わ
り
、
か
な
り
の
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
を
顕

彰
す
る
も
の
。
鹿
児
島
で
は
今
日
も
行
わ
れ
て
い
る
）で
出
て
く
る
岩
田
徳
義
は
、
社
会
主

義
と
並
べ
て
非
難
す
る
も
の
と
し
て
、「
今
日
に
於
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
西
洋
流

儀
の
「
妻
愛
主
義
」
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
。
夫
が
妻
を
愛
す
る
こ
と
の
何
が
い
け
な
い

の
か
。「
妻
を
愛
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
其
実
こ
れ
に
溺
る
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

岩
田
が
本
当
に
恐
れ
て
い
る
の
は
、
夫
が
妻
に
「
溺
れ
る
」
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
岩
田
は

続
け
て
「
実
に
忌
み
嫌
ふ
べ
き
風
俗
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
是
は
彼
の
男
女
同
権
と
か
何

と
か
云
ふ
風
儀
の
片
端
を
見
習
ふ
の
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
我
が
日
本
に
て
は
之
を
許
し
ま
せ

ん
、
吾
国
に
て
は
ど
こ
ま
で
も
『
夫
唱
婦
随
主
義
』
で
な
く
て
は
叶
は
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
。

新
し
い
時
代
の
愛
妻
家
は
「
男
女
同
権
」
の
思
想
を
持
ち
込
み
得
る
と
し
て
警
戒
し
て
い
た

の
で
あ
る

（
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
男
性
優
位
型
の
家
庭
や
社
会
の
あ
り
方
を
乱
す
も
の
は
、
教
育
勅
語
に
あ

る
「
夫
婦
相
和
し
」
か
ら
し
て
も
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
解
放

の
考
え
方
は
、
こ
こ
に
波
乱
を
起
こ
し
て
ひ
び
を
入
れ
る
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
警
戒
さ
れ

て
い
た
。
一
九
二
〇
年
の
『
報
徳
』
に
掲
載
さ
れ
た
無
署
名
の
記
事

（
（（
（

は
、家
庭
を
「
楕
円
形
」

に
な
ぞ
ら
え
て
「
夫
唱
へ
婦
随
ひ
、
長
短
相
補
っ
て
一
家
を
斉
へ
行
か
ば
円
満
和
楽
な
家
を

な
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
。
記
事
の
執
筆
者
は
こ
こ
で
、「
若
し
、
相
互
に
敬
愛
を
怠

り
、
或
は
反
目
し
、
或
は
異
体
同
心
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
我
れ
勝
れ
り
と
し
、
甚
し
き
は
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「
新
し
き
女
」
と
か
「
何
々
思
想
」
と
か
、「
何
々
主
義
」
と
か
い
っ
て
、
夫
婦
の
位
置
転
倒

す
る
が
如
き
こ
と
が
有
っ
て
は
、
一
家
の
平
和
も
何
も
有
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
円
に
も
な

ら
な
い
、
楕
円
に
も
な
ら
な
い
、
双
曲
線
の
や
う
に
互
に
相
背
馳
し
て
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て

行
く
よ
り
外
に
仕
方
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。「
新
し
き
女
」
と
い
う
同
時
代
の
言

葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
「
夫
婦
の
位
置
転

倒
す
る
」
こ
と
を
引
き
起
こ
す
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
女
性
の
権
利
要

求
な
ど
が
一
つ
の
政
治
思
想
と
し
て
日
本
に
入
り
、
か
な
り
大
き
な
力
を
持
ち
始
め
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
記
事
は
、
日
本
の
家
庭
に
お
け
る
「
正
し
き
秩
序
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
夫
は
我
が
夫
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
祖
先
の
精
神
と
血
と
仕
事
と
を
継
承

し
て
ゐ
る
夫
で
あ
る
。
妻
は
我
が
妻
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
祖
先
の
精
神
と
血
と
事
業
と
を
継

承
す
る
こ
と
を
助
け
る
妻
で
あ
る
。
子
は
我
が
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
亦
祖
先
の
精
神
と
血
と

事
業
と
を
継
承
す
る
大
切
な
子
で
あ
る
」。
一
人
一
人
の
家
族
の
個
別
性
は
、「
祖
先
の
精
神

と
血
と
事
業
」
の
中
に
全
て
溶
解
し
て
い
き
、
さ
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
こ
の
「
祖
先
の
精
神
と
血
と
事
業
」
の
中
に
し
か
存
在
を
許
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
か
ら
は
、
個
人
の
事
情
に
よ
る
離
婚
な
ど
は
想
定
さ
れ

ず
、
逆
に
「
祖
先
の
精
神
と
血
と
事
業
」
を
継
承
す
る
能
力
や
資
格
を
持
た
な
い
、
と
判
断

さ
れ
た
者
は
容
赦
な
く
家
庭
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
花
田
が
『
不
如
帰
』
を

激
し
く
非
難
し
た
の
は
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
理
解
し
う
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
、
祖
先
か
ら
続
く
永
遠
性
を
持
ち
出
し
て
、
個
別
性
を
否
認
し
て
い
く
こ
と

は
、
参
政
権
の
民
主
化
を
否
認
し
て
い
く
こ
と
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。「
参
政
権
」
と
題

さ
れ
た
以
下
の
文
章

（
（1
（

は
、個
人
主
義
を
「
生
物
学
上
」
か
ら
否
認
し
、参
政
権
を
「
夫
婦
単
位
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
た
。
引
用
と
し
て
は
長
い
の
だ
が
、
記
事
と
し
て
は
こ

れ
で
完
結
し
て
い
る
の
で
全
文
を
掲
げ
た
い
。

　

西
洋
は
国
家
の
単
位
を
一
個
の
人
と
し
て
居
る
。
之
は
生
物
学
上
か
ら
見
る
と
根
本
的
の

誤
り
で
あ
る
。
群
棲
動
物
主
と
し
て
雌
雄
の
分
業
の
発
達
せ
ぬ
且
つ
未
だ
社
会
を
構
成
せ
ぬ

動
物
で
は
一
個
体
は
一
単
位
で
あ
る
。
併
し
既
に
分
業
が
発
達
し
雌
雄
が
一
対
と
し
て
一
は

営
養
を
司
り
一
は
哺
育
を
司
る
と
な
る
と
雌
雄
一
対
で
以
て
始
め
て
生
物
的
一
単
位
と
な
る
。

男
又
は
女
を
別
々
に
し
て
は
社
会
の
一
個
体
で
は
あ
る
が
一
単
位
で
は
な
い
。
斯
る
一
個
体

は
其
の
社
会
に
対
す
る
権
利
も
義
務
も
共
に
其
の
個
体
の
生
存
期
間
だ
け
で
あ
る
。
男
女
が

夫
婦
と
な
り
子
を
有
す
る
に
至
っ
て
初
め
て
無
限
の
生
命
を
持
つ
事
と
な
り
従
っ
て
其
の
社

会
に
対
し
て
無
限
の
権
利
と
義
務
と
を
生
ず
る
。
今
無
限
の
生
命
を
有
す
べ
き
国
家
の
参
政

権
を
与
へ
る
も
の
は
誰
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
即
ち
此
の
無
限
の
生
命
を
有
す
る
子
あ
る
夫
婦

の
一
単
位
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
年
齢
或
一
定
の
租
税
さ
へ
納
む
れ
ば
参
政
権
を
与
へ
る

と
云
ふ
如
き
は
実
に
根
本
的
の
間
違
ひ
で
あ
る
。
西
洋
は
イ
ザ
知
ら
ず
日
本
に
於
て
は
兎
に

角
夫
婦
及
び
一
家
と
云
ふ
。
一
単
位
を
尊
重
し
基
礎
と
す
る
こ
と
が
建
国
以
来
の
国
是
で
あ

る
。
健
全
な
る
家
族
主
義
従
っ
て
生
じ
健
全
な
る
国
家
主
義
従
っ
て
生
ず
る
。

　

こ
の
執
筆
者
に
と
っ
て
、
海
外
で
参
政
権
の
平
等
化
が
実
現
し
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

関
係
な
い
。「
西
洋
は
イ
ザ
知
ら
ず
日
本
に
於
て
は
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
さ
し
は
さ
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
絶
対
に
個
人
が
参
政
権
を
持
つ
思
想
は
否
認
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
海
外
で
の
参
政
権
拡
大
の
状
況
等
に
報

徳
会
の
主
要
な
人
物
が
き
わ
め
て
関
心
を
払
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
夫
婦
単
位
、

と
い
っ
て
も
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
参
政
権
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
は
こ
こ
か
ら
は
定
か
で
は

な
い（
お
そ
ら
く
は
戸
主
選
挙
制
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）。「
男
女
が
夫
婦
と

な
り
子
を
有
す
る
に
至
っ
て
初
め
て
無
限
の
生
命
を
持
つ
事
と
な
り
従
っ
て
其
の
社
会
に
対

し
て
無
限
の
権
利
と
義
務
と
を
生
ず
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
と
な
る
だ
け
で
は
十
分
で

な
く
、「
子
を
有
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
政
治
的
な
権
利
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
女
性

参
政
権
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
「
夫
婦
参
政
権
」
を
対
置
し
て
、
報
徳
会
は
決
定
的
に
「
個

人
」
の
存
在
価
値
を
否
認
す
る
こ
と
で
応
え
て
い
た
。
た
だ
こ
の
文
章
で
は
、
納
税
額
に
よ

る
参
政
権
付
与
と
い
う
当
時
の
制
度
に
ま
で
否
定
的
な
態
度
を
取
る
に
至
っ
て
い
た
。
納
税

額
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
、
男
性
だ
け
と
は
い
え
参
政
権
が
拡
大
し
て
い
く
か
ら
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
も
社
会
の
変
化
は
ど
う
や
っ
て
も
止
め
ら
れ
な
い
。
家
庭
の
あ
り
方
も
当
然
の
こ

と
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
一
年
の
『
報
徳
』
に
は
、「
家
庭
の
妻
」

の
否
定
的
な
あ
り
か
た
が
以
下
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
た

（
（1
（

。

亭
主
が
何
か
曰
ふ
と
ス
グ
「
だ
っ
て
」
と
い
ふ
奥
さ
ん
。

里
で
は
里
で
は
と
曰
ふ
嫁
御
さ
ん
。

物
の
置
場
を
定
め
ず
に
お
い
て
、
自
分
で
置
き
忘
れ
て
は
家
内
中
に
当
た
り
散
ら
さ
る
る
奥

さ
ん
。
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巻
煙
草
を
平
気
で
吸
ふ
御
夫
人
。

子
供
や
下
女
を
虐
待
す
る
癖
に
、
慈
善
会
の
幹
事
に
は
な
り
た
が
る
奥
様
。

夫
の
出
先
へ
電
話
を
か
け
つ
め
て
恥
と
も
思
は
ぬ
お
方
。

顔
に
は
白
粉
を
コ
テ
コ
テ
塗
る
が
歯
糞
の
黄
い
お
方
。

味
噌
汁
も
満
足
に
炊
け
ぬ
の
に
西
洋
料
理
の
講
習
へ
行
き
た
が
る
婦
人
。

夫
に
向
っ
て
「
だ
わ
」
と
云
ふ
様
な
言
葉
を
使
ふ
お
方
。

両
足
を
左
右
に
開
い
て
お
臀
を
ベ
タ
リ
と
座
布
団
に
付
け
る
御
癖
の
婦
人
。

夫
の
食
器
に
箸
を
突
込
む
女
房
さ
ん
。

鉄
瓶
を
畳
の
上
に
置
く
婦
人
。

夫
の
趣
味
を
解
し
得
ず
且
つ
本
末
軽
重
の
分
ら
ぬ
妻
。

　

い
さ
さ
か
戯
画
化
が
過
ぎ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
事
例
が
非
常
に
具
体
的
な
の
は
、

お
そ
ら
く
当
時
こ
の
よ
う
な
事
例
が
報
道
さ
れ
た
り
し
て
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
列
挙

さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、「
自
身
の
欲
求
や
主
張
を
出
す
女
性
」
が
「
礼
儀
を
知
ら
な
い
人
」

や
「
だ
ら
し
な
い
人
」
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た

い
。「
夫
唱
婦
随
」
で
な
い
者
は
不
道
徳
な
の
で
あ
る
。

　
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
妻
」
に
つ
い
て
は
詳
細
を
き
わ
め
る
『
報
徳
』
の
誌
面
に
、「
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
夫
」
の
姿
は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
夫
は
妻
に
ど
の
よ
う
に
接
す
る

べ
き
か
、
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
、
花
田
自
身
が
硬
質
の
書
き
方
で
は
な
く
話
し
言
葉
を
使
っ

た
柔
ら
か
い
口
調
で
書
い
た
も
の
が
あ
る

（
（1
（

。

　

こ
の
記
事
で
は
、
報
徳
会
総
事
務
所
に
建
物
修
理
の
た
め
や
っ
て
き
た
左
官
が
、
仕
事
か

ら
帰
る
と
妻
が
自
分
に
不
平
を
言
う
、
と
花
田
に
語
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
花
田
は
そ
の
左
官
が
道
具
を
丁
寧
に
扱
う
こ
と
を
ほ
め
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
続

け
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
左
官
さ
ん
、
あ
な
た
に
は
、
一
挺
の
鏝
と
一
家
を
引
き
受
け
て
世
話
し
て
呉
れ
て

ゐ
る
女
房
さ
ん
と
ど
ち
ら
が
あ
な
た
の
お
役
に
立
つ
と
お
思
ひ
で
す
か
。
禿
び
た
ら
何
時
で

も
買
求
め
ら
れ
る
鏝
と
一
生
連
れ
添
ふ
女
房
さ
ん
と
ど
ち
ら
が
お
大
切
で
す
か
。
自
分
の
体

も
心
も
全
く
あ
な
た
に
捧
げ
て
、
毎
日
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
体
を
粉
に
し
て
あ
な
た
の
為
に

働
い
て
居
る
女
房
さ
ん
と
、
使
は
ね
ば
錆
る
其
鏝
と
ど
ち
ら
の
御
恩
が
深
い
で
す
か
。
あ
な

た
が
こ
れ
ま
で
毎
日
鏝
に
お
礼
い
ふ
や
う
に
、
け
ふ
か
ら
は
女
房
さ
ん
に
も
お
礼
を
い
っ
て

は
い
か
が
で
す
。
口
で
も
…
手
で
も
…
心
で
も
」

　

こ
の
よ
う
に
妻
に
感
謝
を
述
べ
る
こ
と
を
勧
め
た
あ
と
、
花
田
は
「
女
房
さ
ん
は
女
房
さ

ん
と
し
て
尊
い
、
大
切
な
お
仕
事
を
日
々
あ
な
た
の
為
に
一
文
も
取
ら
ず
に
な
さ
っ
て
く
だ

さ
る
の
で
、
其
御
恩
徳
を
考
へ
た
ら
う
る
さ
い
所
ぢ
ゃ
な
い
、
よ
く
き
い
て
、
慰
め
て
お
あ

げ
な
さ
ら
ね
ば
す
み
ま
せ
ん
」
と
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
妻
の
家
事
労
働
の
無
償
性
が
前

提
に
な
っ
て
家
庭
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
花
田
は
十
分
自
覚
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
を
「
夫
か
ら
妻
へ
の
感
謝
」
と
い
う
形
で
補
完
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
報
徳
』
の
誌
面
か
ら
は
、
報
徳
会
の
考
え
て
い
た
「
あ
る
べ
き
で
な
い
」

形
で
の
女
性
像
が
ま
ず
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
人
間
の
個
別
性
と
権
利
性
を
自
覚

し
、
そ
れ
を
主
張
す
る
よ
う
な
思
想
を
持
ち
込
む
者
と
し
て
出
て
く
る
。「
新
し
き
女
」
と

い
う
言
葉
で
わ
か
る
よ
う
に
、
女
性
解
放
思
想
や
個
人
主
義
の
広
が
り
を
報
徳
会
は
警
戒

し
て
い
た
。
ま
た
、
家
庭
で
自
ら
の
個
人
と
し
て
の
存
在
を
主
張
す
る
女
性
も
否
認
さ
れ
た
。

だ
か
ら
、
婚
家
で
自
身
の
実
家
の
こ
と
を
語
る
妻
は
嫌
悪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
海
外
の
知
識
や
経
験
を
持
ち
込
む
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
否
定
的
な
こ
と
と
し

て
扱
わ
れ
た
。
実
学
を
称
揚
す
る
内
容
の
記
事
に
あ
っ
て
、学
問
や
技
芸
が
、「
其
の
修
め
方
、

習
ひ
方
、
心
掛
け
に
よ
っ
て
は
、
益
に
立
た
な
い
、
却
っ
て
世
に
妨
害
を
与
へ
る
具
と
す
る

や
う
に
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
こ
の
記
事
は
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
「
何
主
義
と
か
、
某
主

義
と
か
、
人
形
の
家
と
か
、「
故
郷（
マ
ク
ダ
）」
と
か
、
西
欧
思
想
の
研
究
と
か
い
ふ
迄
は

宜
い
が
、
果
て
は
、
危
険
で
あ
ら
う
が
、
険
悪
で
あ
ら
う
が
、
自
分
が
ま
づ
其
の
俘
虜
に

な
っ
て
宣
伝
と
か
鼓
吹
と
か
叫
び
出
し
て
世
人
を
誘
ひ
込
む
や
う
な
事
を
す
る
も
の
の
あ
る

の
は
其
の
一
例
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

（
（1
（

。「
故
郷（
マ
ク
ダ
）」
と
記
さ
れ
て

い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
ズ
ー
ダ
ー
マ
ン
作
『
故
郷
』
と
い
う
演
劇
の
こ
と
で
あ
り
、「
マ
ク

ダ（
マ
グ
ダ
）」
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
で
あ
る
。
高
圧
的
な
父
親
に
背
き
家
を
出
て
俳
優
に
な

り
、
私
生
児
を
生
む
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
災
い
し
て
、
日
本
で
は
一
九
一
二
年
初
演
の
途

中
で
上
演
禁
止
と
な
り
、
脚
本
を
改
竄
さ
れ
て
結
末
を
正
反
対
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い

う
弾
圧
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た

（
（1
（

。「
主
義
」（=

新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）と
同
時
に
、
具
体

的
作
品
名
ま
で
あ
げ
て
、「
家
制
度
」
に
対
す
る
反
抗
と
も
と
れ
る
動
き
は
許
さ
な
い
と
い

う
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

演
劇
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
現
実
の
女
性
の
発
言
を
間
接
的
に
批
判
し
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た
こ
と
も
あ
る
。
報
徳
会
初
期
の
重
要
人
物
で
あ
る
中
国
古
典
思
想
の
研
究
者
山
田
準
が
、

一
九
一
九
年
に
雑
誌
『
教
育
時
論
』
の
記
事
を
め
ぐ
る
事
件
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
が
あ

る
（
（1
（

。
飯
田
旗
郎（
翻
訳
家
・
仏
文
学
者
）が
、
日
本
社
会
批
判
の
エ
ッ
セ
イ
「
虚
偽
の
瀰
漫

せ
る
社
会
」
を
『
教
育
時
論
』
一
二
三
六
号
と
一
二
三
七
号
に
寄
稿
し
た
。
飯
田
は
日
本
社

会
が
嘘
と
ご
ま
か
し
に
満
ち
て
い
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
挙
げ
て
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、

飯
田
は
記
事
末
尾
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
女
性
が
「
実
際
今
日
の
日
本
の
社
会
ぐ
ら
い
、

面
倒
臭
い
窮
屈
な
所
は
あ
り
ま
せ
ん
、
い
く
ら
愉
快
な
事
が
あ
っ
て
も
、
心
か
ら
大
き
な
声

を
出
し
て
笑
ふ
こ
と
も
出
来
ま
せ
ぬ
」「
郷
土
を
捨
て
て
他
国
の
生
活
に
憧
れ
さ
せ
ら
れ
る

我
国
の
現
実
を
情
け
な
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
語
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て

上
杉
愼
吉
が
、
記
事
を
激
し
く
非
難
す
る
「
憂
ふ
べ
き
悪
思
想
」
を
同
誌
に
投
稿
し
た
。
上

杉
は
記
事
を
全
面
的
に
否
定
し
た
う
え
で
、女
性
の
発
言
を
「『
い
く
ら
愉
快
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
心
か
ら
大
き
な
声
を
出
し
て
笑
ふ
こ
と
も
出
来
ま
せ
ぬ
』
と
て
日
本
を
嫌
忌
す
る
や
う

な
女
は
、
日
本
の
女
た
る
資
格
な
き
も
の
と
信
ず
、
何
事
も
控
え
め
に
す
る
の
が
女
の
美
徳

と
思
ふ
、
如
何
」
と
書
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
上
杉
は
飯
田
の
寄
稿
文
を
後
半
し
か
読
ま
ず

に
抗
議
文
を
書
い
た
よ
う
だ
が
、
山
田
は
こ
の
上
杉
の
抗
議
文
に
「
殊
に
今
代
浮
薄
な
る
一

部
の
青
年
思
想
を
代
表
せ
る
筆
者
に
三
十
棒
を
喰
は
せ
た
る
博
士
の
態
度
は
近
来
の
痛
快

事
」
と
快
哉
を
叫
ん
だ

（
（1
（

。

　

と
は
い
え
、「
よ
く
な
い
事
例
」
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
報
徳
会
は
、

ま
さ
に
教
育
勅
語
の
考
え
方
を
肉
体
化
し
た
よ
う
な
人
物
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
模
範
的
な
事
例
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
次
は
、
こ
の
「
模
範
的
な
女
性
」
を

報
徳
会
が
ど
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二　

良
妻
賢
母
と
孝
女
―
あ
る
べ
き
女
性
像

　

前
節
で
は
、
報
徳
会
の
機
関
誌
『
報
徳
』
の
記
事
に
現
れ
た
「
あ
る
べ
き
で
な
い
」
女
性

像
に
つ
い
て
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
機
関
誌
は
同
時
代
女
性
の
否
定
的
な
像
だ
け
出
し
て

い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
あ
る
べ
き
女
性
」
の
姿
を
論
じ
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
打

ち
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
代
の
若
い

世
代
に
対
し
て
、「
あ
る
べ
き
」
人
物
に
な
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
は
ま
ず
「
母
」
で
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
の
類
の
文
章
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と

頻
出
し
て
い
る
。
報
徳
会
が
京
都
に
移
転
し
て
か
ら
合
流
し
た
人
び
と
に
は
中
等
学
校
関
係

者
が
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
京
都
や
静
岡
な
ど
の
師
範
学
校
長
で
あ
っ
た
角
谷
源
之
助
は
、

理
想
的
な
家
庭
像
、
育
て
る
べ
き
子
供
像
の
中
に
、
あ
る
べ
き
母
親
の
姿
を
間
接
的
に
描
き

出
し
て
い
た
。
一
九
二
一
年
に
角
谷
が
書
い
た
文
章
で
は
、「
報
徳
心
の
あ
る
家
庭
」
で
は
、

「
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
子
供
の
頭
に
国
家
に
対
す
る
忠
愛
の
精
神
を
注
ぎ
込
み
ま
す
」、

と
記
し
た
。
さ
ら
に
、
祖
先
や
恩
師
へ
の
墓
参
を
欠
か
さ
な
い
人
物
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
し
た
。「
職
業
柄
と
は
い
へ
始
終
墳
墓
の
地
を
去
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
転
任
し
、
碌

に
先
生
の
墓
参
り
も
し
た
こ
と
の
な
い
家
庭
の
子
供
等
が
往
々
家
名
を
汚
し
恩
知
ら
ず
の
浅

ま
し
い
行
ひ
を
す
る
様
な
人
に
な
る
の
は
必
ず
し
も
そ
の
子
供
等
の
罪
と
は
申
せ
ま
せ
ぬ
」

と
、
そ
の
よ
う
な
家
庭
教
育
を
受
け
な
い（
受
け
さ
せ
て
い
な
い
）人
間
は
犯
罪
に
走
る
、
と

い
う
回
り
く
ど
い
書
き
方
を
通
じ
て
、
家
庭
教
育
の
重
要
性
を
説
い
た
。
さ
ら
に
、「
此
頃

の
様
に
、
何
で
も
権
利
を
主
張
し
、
要
求
す
る
だ
け
要
求
し
な
け
れ
ば
損
だ
と
、
吾
が
尽
す

べ
き
義
務
迄
も
忘
れ
て
有
頂
天
に
な
っ
て
ゐ
る
様
な
人
々
の
家
庭
で
は
、
ど
ん
な
恐
ろ
し
い

子
供
が
出
来
る
で
せ
う
か
。
考
へ
て
も
ゾ
ッ
と
す
る
様
で
す
」
と
し
て
、
権
利
を
要
求
す
る

こ
と
を
具
体
的
に
形
を
も
っ
た
否
定
的
存
在
と
し
て
描
き
出
し
た

（
（1
（

。
つ
ま
り
、
日
本
の
家

庭
に
お
い
て
は
祖
先
か
ら
の
家
系
的
つ
な
が
り
を
意
識
し
、
国
家
へ
の
忠
誠
を
誓
い
、
自
ら

の
権
利
を
声
高
に
主
張
せ
ず
に
義
務
を
果
た
す
人
物
を
育
成
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
人
物
を
育
成
す
る
「
家
庭
」
は
誰
が
作
る
の
か
。
そ
れ
は
間
違
い
な
く
母
親
・

妻
で
あ
っ
た
。
こ
の
角
谷
は
、
一
九
二
二
年
に
二
回
に
わ
た
っ
て
「
婦
人
問
題
」
に
関
す
る

文
章
を
連
載
し
た

（
11
（

。
こ
の
記
事
は
書
き
出
し
で
は
「
西
洋
で
は
十
八
世
紀
頃
か
ら
、
特
に

人
道
に
眼
ざ
め
個
人
の
価
値
に
眼
ざ
め
た
る
も
の
は
、
婦
人
の
立
場
の
不
公
平
な
こ
と
に
気

づ
い
て
来
た
が
、
し
か
し
之
を
深
く
考
究
し
た
者
は
、
極
め
て
少
数
の
智
識
階
級
の
男
子
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
に
な
っ
て
、
女
子
の
教
育
が
進
歩
し
、
婦
人
自
身
が
次
第
に
自

覚
す
る
に
伴
う
て
、
所
謂
婦
人
運
動
が
段
々
と
激
し
く
な
り
、
終
に
最
近
に
は
婦
人
が
参
政

権
を
獲
得
す
る
ま
で
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
」
と
、
女
性
参
政
権
運
動
を
一
見
肯
定
的
に

描
き
出
し
た
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
も
同
様
の
主
張
や
運
動
が
出
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て

「
所
謂
婦
人
問
題
を
惹
起
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
万
事
国
際
的
と
な
っ
た
今
日
の
日
本
と
し

て
は
、
蓋
し
止
む
を
得
な
い
こ
と
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
み
せ
た
。

　

し
か
し
こ
こ
か
ら
角
谷
は
一
気
に
論
調
を
逆
転
さ
せ
て
い
く
。「
日
本
婦
人
は
欧
米
婦
人

の
到
底
理
解
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
特
別
の
美
点
を
伝
統
的
に
保
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
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欧
米
の
婦
人
運
動
を
一
か
ら
十
ま
で
真
似
を
す
る
必
要
は
少
し
も
な
い
」
と
言
い
、
日
本
に

お
い
て
女
性
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
「
教
育
問
題
」
で
あ
る
と
続
け
た
。
角
谷
は
、
女
性
に

教
育
を
受
け
さ
せ
る
と
男
女
の
地
位
が
逆
転
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
論
調
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
文
章
に
続
け
て
、「
男
子
は
あ
く
ま
で
も
男
子
で
婦
人
は
あ
く
ま
で
も
婦

人
で
あ
る
か
ら
に
は
、
婦
人
に
教
育
を
施
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
其
の
教
育
方
針
さ
へ
誤
ら

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
男
子
と
争
ひ
男
子
の
位
置
を
奪
ふ
と
い
ふ
様
な
結
果
と
は
な
ら
な
い
で
、

却
て
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婦
人
自
身
の
本
務
責
任
を
悟
り
立
派
な
家
庭
を
作
る

こ
と
に
努
力
す
る
に
至
る
に
相
違
な
い
、
否
、
是
非
さ
う
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
性
別
役
割

分
業
に
話
を
帰
着
さ
せ
る
。「
夫
は
人
間
の
男
子
と
し
て
、
妻
は
人
間
の
女
子
と
し
て
、
各

そ
の
性
の
差
別
に
伴
ふ
た
道
を
歩
み
、
そ
の
特
色
を
発
揮
す
る
こ
と
が
所
謂
『
夫
唱
婦
和
』

の
真
意
義
で
あ
っ
て
、
男
女
各
之
に
教
育
を
施
せ
ば
施
す
程
、
そ
の
特
色
が
十
分
に
現
は
れ
、

天
の
使
命
を
よ
り
多
く
完
う
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
る
」
と
話
が
続
い
て
い
く
。
そ
の

上
で
、
教
育
を
「
精
神
」
の
問
題
と
し
て
、「
根
底
と
な
る
べ
き
此
の
教
育
の
普
及
振
興
に

努
力
し
な
い
で
、
徒
に
枝
葉
の
問
題
を
捕
へ
て
喋
々
し
、
若
し
く
は
内
外
事
情
の
異
な
る
こ

と
を
忘
れ
て
欧
米
婦
人
の
真
似
を
な
し
、
婦
人
の
解
放
と
か
参
政
権
云
々
と
か
と
大
げ
さ
に

叫
び
た
て
て
世
人
を
惑
は
す
が
如
き
は
、
甚
不
堅
実
な
態
度
で
あ
っ
て
、
我
々
は
断
じ
て
之

に
賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
、
参
政
権
要
求
を
否
定
し
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
教
育
を
受
け
た
女
性
が
す
る
こ
と
を
「
婦
人
と
し
て
の
最
も
尊
き
使
命
、
最
も

偉
大
な
る
責
務
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
子
供
を
産
み
哺
育
し
、
教
育
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
定

義
す
る
。
角
谷
は
「
全
く
教
養
あ
る
男
女
の
人
格
と
人
格
の
抱
擁
結
合
に
よ
っ
て
、
始
め
て

期
待
し
得
ら
る
る
も
の
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
家
庭
の
団
欒
」
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要

だ
、
と
い
う
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
「
団
欒
の
家
庭
に
あ
っ
て
は
、
其
の
仕
事
の
能
率
が
上
る

の
み
な
ら
ず
、
本
質
的
優
良
な
子
供
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
か
ら
で
あ
る
。
結
論
と

し
て
角
谷
は
「
婦
人
が
家
庭
の
王
と
し
て
、
そ
の
夫
を
し
て
現
在
の
社
会
に
愉
快
に
奉
仕
せ

し
め
る
べ
く
内
助
の
功
を
尽
し
又
一
面
立
派
な
子
女
を
作
り
上
げ
て
、
之
を
次
の
社
会
に
奉

仕
さ
せ
る
べ
く
家
庭
よ
り
送
り
出
し
、
世
の
文
化
の
発
達
に
貢
献
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
し
て
、
女
性
が
社
会
的
に
持
つ
べ
き
役
割
を
「
家
庭
内
」

に
押
し
と
ど
め
た
。
角
谷
は
結
論
で
更
に
「
婦
人
を
解
放
す
る
と
い
ふ
真
の
意
味
は
、
婦
人

を
よ
り
高
く
教
育
し
て
、
婦
人
の
特
に
発
揮
し
得
べ
き
美
は
し
き
報
徳
の
道
を
実
現
す
る
の

光
栄
を
婦
人
に
与
ふ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
婦
人
を
し
て
其
の
所
を
得
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

決
し
て
婦
人
の
我
儘
我
見
を
増
長
せ
し
め
、
婦
人
の
安
逸
放
縦
を
奨
励
す
る
の
意
味
で
は
な

い
」
と
「
婦
人
解
放
」
の
意
味
を
完
全
に
換
骨
奪
胎
し
て
み
せ
た
。
角
谷
は
女
性
へ
の
教
育

普
及
を
優
生
思
想
的
な
色
彩（「
本
質
的
優
良
な
子
供
」）を
含
め
た
「
子
育
て
」
な
ど
に
還
元

し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
さ
え
逆
手
に
取
る
と
い
う
や
り
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
強
調
さ

れ
て
い
る
の
は
や
は
り
「
権
利
」
な
ど
の
個
人
的
な
自
覚
を
い
か
に
し
て
発
現
さ
せ
な
い
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。「
家
庭
の
王
」
に
甘
ん
じ
ず
、「
其
の
所
」
に
安
住
し
よ
う
と
し

な
い
者
は
「
我
儘
我
見
」
に
満
ち
た
「
安
逸
放
縦
」
な
人
物
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
論
じ
る
」
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
に
個
別
の
人
々
へ
の
働
き
か
け

を
な
す
べ
く
試
み
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
奈
良
県
立
桜
井
高
等
女
学
校（
現
在
の
奈

良
県
立
桜
井
高
等
学
校
）の
校
長
だ
っ
た
報
徳
会
総
事
務
所
の
幹
事
山
崎
真
之
は
、
自
分
が

在
任
中
卒
業
生
一
人
ず
つ
に
授
与
し
て
い
た
冊
子
『
真
澄
鏡
』
の
内
容
を
転
載
し
た

（
1（
（

。
こ

れ
は
、
若
い
女
性
に
対
し
て
「
す
べ
き
こ
と
」「
す
べ
き
で
な
い
こ
と
」
を
一
つ
ず
つ
書
き

出
し
、
そ
れ
に
教
訓
的
な
和
歌
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
皇
室
を
尊
び
国
家
を
愛
し
常
に
教
育
勅
語
戊
申
詔
書
の
御
趣
旨
を
奉
体
し
以
て
忠
良
の
臣

民
た
ら
ん
こ
と
を
期
せ
ら
る
べ
く
候
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
報
徳
会
に
と
っ
て
は
疑
う
べ
か
ら

ざ
る
前
提
だ
っ
た
。
そ
の
上
で
山
崎
は
非
常
に
詳
細
に
わ
た
り
「
す
べ
き
こ
と
」「
す
べ
き

で
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
く
。「
心
を
洗
う
」
こ
と
、「
学
識
を
恃
ま
な
い
」
こ
と
、
こ
れ

に
続
け
て
書
物
や
「
穏
健
な
新
聞
紙
」
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
た
だ
し
、

山
崎
は
新
聞
の
連
載
小
説
は
「
読
み
落
と
す
」
こ
と
を
勧
め
、
暗
に
禁
止
し
て
い
た

（
11
（

。

　

さ
ら
に
山
崎
は
、
結
婚
後
の
女
性
の
心
得
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
婚
家
へ
の

忍
従
を
説
い
て
い
た
。

「
舅
姑
や
夫
を
尊
敬
し
従
順
に
そ
の
命
に
御
従
い
な
さ
る
べ
く
候
」

「
至
誠
を
捧
げ
て
夫
を
助
け
、
犠
牲
的
精
神
を
以
て
家
政
に
従
事
な
さ
る
べ
く
候
」

「
夫
に
対
し
て
は
朝
顔
を
支
へ
て
花
を
咲
か
せ
実
を
結
ば
し
む
る
竹
垣
と
お
成
り
な
さ
る
べ

く
候
、
藤
か
づ
ら
と
な
っ
て
松
を
枯
ら
し
牝
鶏
の
晨
す
る
な
ど
は
賢
婦
の
心
す
べ
き
こ
と
に

候
」

「
舅
姑
や
夫
の
訓
誨
は
顔
色
を
和
げ
頭
を
垂
れ
て
こ
れ
を
聴
き
な
さ
る
べ
く
候
、
た
と
へ
如

何
な
る
事
情
あ
る
も
、
そ
の
場
に
て
抗
弁
が
ま
し
き
言
動
こ
れ
有
る
ま
じ
く
候
」

「
家
族
の
調
和
せ
ざ
る
も
親
類
の
中
違
ひ
す
る
も
財
産
の
殖
え
ざ
る
も
来
客
の
減
ず
る
も
家

人
の
楽
み
を
外
に
求
む
る
も
他
人
よ
り
難
題
を
持
込
ま
る
る
も
善
人
の
出
で
ざ
る
も
病
人
の

出
づ
る
も
僕
婢
の
小
言
も
皆
主
婦
た
る
も
の
の
責
任
に
候
」
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冊
子
を
受
け
取
っ
た
当
時
の
若
い
女
性
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
は
ま
だ
探
索
が
及
ん
で

い
な
い
。
と
は
い
え
、
現
代
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
非
常
に
精
神
的
圧
迫
感
を
覚
え
る
口
調
と

内
容
で
あ
る
。
既
婚
女
性
が
自
身
の
個
別
性
に
基
づ
く
自
己
主
張
や
人
格
へ
の
自
覚
を
持
つ

こ
と
な
ど
は
「
藤
か
づ
ら
と
な
っ
て
松
を
枯
ら
し
牝
鶏
の
晨
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
家
庭

の
平
和
と
安
定
を
乱
す
こ
と
と
し
て
厳
に
戒
め
ら
れ
、「
家
人
の
楽
み
を
外
に
求
む
る
」
つ

ま
り
夫
の
不
行
跡
す
ら
も
妻
の
責
任
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
訓
戒
だ
け
で
は
精
神
的
働
き
か
け
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
か
、

『
報
徳
』
に
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
模
範
的
な
女
性
を
歴
史
な
ど
か
ら
出
す
作
業
も
掲
載
さ

れ
た
。
例
え
ば
、
自
称
「
居
士
」（
在
家
の
仏
教
修
行
者
）の
青
田
帰
一
は
姫
路
出
身
と
さ
れ

た「
お
徳
さ
ん
」と
い
う
女
性
の
生
涯
と
発
言
を
紹
介
す
る
記
事
を
長
く
連
載
し
た
。こ
の「
お

徳
さ
ん
」
な
る
人
物
は
、
幼
い
時
に
「
啼
く
毎
に
機
嫌
取
り
し
て
御
呉
れ
な
よ　

ね
だ
り
ご

こ
ろ
の
癖
が
つ
く
か
ら
」
と
い
う
教
訓
の
和
歌
を
作
り
、
子
供
に
物
欲
を
我
慢
さ
せ
る
こ
と

を
説
い
た
と
あ
る

（
11
（

。

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
お
徳
さ
ん
」
は
結
婚
す
る
と
こ
ん
な
和
歌
を
作
っ
た
、
と
書
い
て
い
る
。

恩
深
き
親
の
心
も
い
た
は
ら
ぬ
気
ま
ま
娘
は
も
ら
ひ
て
も
無
し

我
儘
で
親
を
泣
か
せ
た
娘
子
は
今
は
毎
日
夫
泣
か
せ
て

人
妻
と
な
り
て
子
を
さ
へ
持
ち
し
身
は
親
に
心
配
か
け
に
戻
る
な

　

こ
れ
に
重
ね
て
青
田
は
「
特
に
女
と
云
ふ
も
の
は
呱
々
の
声
を
あ
げ
て
生
れ
た
其
時
よ
り

養
育
せ
ら
る
る
に
つ
い
て
も
、
男
よ
り
は
世
話
も
一
層
多
く
焼
け
、
費
用
も
一
層
多
く
入
る
。

学
校
に
学
ぶ
こ
と
か
ら
、
裁
縫
師
匠
の
許
に
通
ふ
ま
で
、
中
々
容
易
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
然
る
に
其
の
漸
く
成
長
す
る
や
、
親
の
恩
に
報
ゆ
る
の
仕
事
は
少
し
も
為
す
間
な
く
、
親

の
気
を
安
め
る
暇
は
少
し
も
無
い
、
早
く
も
良
縁
を
求
め
て
他
へ
嫁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ

れ
ば
た
と
ひ
僅
か
の
間
で
も
家
に
居
る
内
は
父
母
の
高
大
な
る
御
恩
を
又
し
て
も
思
ひ
出
し
、

又
し
て
も
思
ひ
出
し
、
以
て
言
葉
を
和
か（
や
は
ら
か
）に
し
、
顔
色
を
や
さ
し
く
し
、
さ
う

し
て
、
自
分
の
身
に
は
成
る
だ
け
質
素
節
約
を
守
り
、
勉
め
て
両
親
を
慰
め
る
や
う
に
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
や
や
押
し
つ
け
が
ま
し
い
こ
と
ま
で
付
け
加
え
て
い
た

（
11
（

。

　

こ
の
「
お
徳
さ
ん
」
以
外
に
探
さ
れ
た
の
が
「
孝
女
」
だ
っ
た
。『
報
徳
』
で
は
、

一
九
二
一
年
に
、
岐
阜
県
の
小
木
曽
つ
ぎ
と
い
う
女
性

（
11
（

、
そ
し
て
、
山
口
県
の
明
石
く
に

と
い
う
女
性

（
11
（

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
酒
と
博
打
で
身
を
持
ち
崩
し
た
父
親
に
人
身

売
買
の
よ
う
に
奉
公
に
出
さ
れ
な
が
ら
父
に
孝
養
を
尽
く
し
改
心
さ
せ
、
長
じ
て
結
婚
し
て

か
ら
は
地
域
で
「
鬼
婆
」
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
性
格
の
険
し
い
姑
に
尽
く
し
て
其
の
人
格
を
変

え
た
と
い
う
ほ
ど
の
忍
耐
力
の
持
ち
主
と
さ
れ
た
。
後
者
は
幕
末
か
ら
明
治
末
期
に
か
け
て

生
き
た
人
物
で
、
父
亡
き
後
病
気
の
母
親
と
妹
の
面
倒
を
見
て
、
婿
養
子
を
迎
え
た
が
母
と

合
わ
ず
離
縁
、
さ
ら
に
養
子
を
と
っ
た
が
失
踪
し
た
と
い
う
人
生
だ
っ
た
と
い
う
。
前
述
の

山
崎
真
之
は
、日
本
史
上
の
こ
の
よ
う
な
人
物（「
孝
女
」だ
け
で
な
く
、価
値
観
に
沿
う
も
の
）

の
評
伝
を
集
め
た
書
籍
を
後
に
編
集
・
出
版
し
た

（
11
（

。
同
時
代
的
に
は
「
女
二
宮
」
と
ま
で

呼
ば
れ
た
広
島
県
の
丹
下
マ
ツ
と
い
う
人
物
が
讃
え
ら
れ
た
。広
島
県
御
調
郡
坂
井
原
村（
現

在
三
原
市
の
一
部
）の
経
済
的
に
傾
い
た
家
に
嫁
い
で
そ
の
家
を
経
済
的
に
立
て
直
し
、
夫

の
死
別
後
養
子
を
と
っ
て
家
督
を
相
続
さ
せ
た
後
は
、
ひ
た
す
ら
地
域
の
教
育
事
業
な
ど
へ

の
寄
付
を
し
て
緑
綬
章
を
授
与
さ
れ
、
さ
ら
に
老
い
て
か
ら
講
演
活
動
で
各
地
を
め
ぐ
っ
て

い
た
と
い
う
人
物
で
あ
る

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
的
に
「
あ
る
べ
き
女
性
」
の
姿
を
報
徳
会
は
必
死
に
打
ち
出
そ
う

と
し
た
。
そ
れ
は
、
教
養
を
持
ち
な
が
ら
ひ
け
ら
か
さ
ず
、
常
に
家
庭
に
あ
っ
て
夫
を
支
え
、

「
優
良
な
子
供
」
を
育
て
、婚
家
に
無
条
件
に
仕
え
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、「
孝
女
」

や
「
お
徳
さ
ん
」
の
よ
う
な
模
範
的
な
人
物
を
例
示
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
。
報
徳
会

の
指
導
者
花
田
仲
之
助
は
各
地
で
報
徳
会
の
組
織
化
の
た
め
講
演
を
行
っ
て
い
る
が
、
女
学

校
で
も
行
っ
て
い
た
。
教
育
程
度
の
高
く
な
っ
た
同
時
代
の
若
い
女
性
に
対
す
る
働
き
か
け

が
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
括

　

報
徳
会
の
機
関
誌
『
報
徳
』
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
家
父
長
制
に
疑
問
を
持
た
な
い
女
性

を
増
や
そ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
あ
る
べ
き
」人
物
と
し
て
の「
孝

女
」
や
「
お
徳
さ
ん
」
の
よ
う
な
人
物
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
た
。
反
面
で
、
同
時
代
に

出
現
し
て
い
た
自
我
に
目
覚
め
て
権
利
要
求
を
し
た
り
す
る
女
性
は
、
否
定
的
な
存
在
と
し

て
半
ば
戯
画
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
人
物
が
子
育
て
を
す

る
こ
と
は
、
角
谷
源
之
助
が
言
う
よ
う
に
優
生
的
に
も
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
暗
示
し

つ
つ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
小
論
で
主
と
し
て
扱
っ
た
一
九
二
〇
年

代
初
頭
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
や
女
性
運
動
な
ど
も
出
て
き
て
い
た
。

し
か
し
、
同
時
代
の
思
潮
を
一
方
的
に
非
難
・
排
斥
す
る
だ
け
で
は
、
報
徳
会
の
主
張
は



― 7（ ―

報徳会機関誌『報徳』にみる女性像―一九一一―一九二二―

受
け
入
れ
ら
れ
が
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
角
谷
の
よ
う
な
、「
婦
人
解
放
」

と
い
う
言
葉
を
換
骨
奪
胎
し
て
全
く
正
反
対
の
意
味
に
利
用
す
る
方
法
も
案
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
角
谷
が
、
女
性
が
中
等
教
育
を
受
け
て
も
、「
男
子
と
争
ひ
男
子
の
位
置
を
奪

ふ
と
い
ふ
様
な
結
果
と
は
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
教
育
は
そ
の

方
法
と
内
容
に
よ
っ
て
家
父
長
制
と
性
別
役
割
分
業
を
固
定
し
強
め
る
役
割
を
果
た
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
報
徳
会
の
あ
ま
り
に
も
古
色
蒼
然
と
し
た
女
性
像
を
含
め
た
主
張
を
同
時
代

の
若
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
記
事
も
あ
る
。
軍
事
参
議
官
を
退
任
後
報
徳
会
の
運
動
に
合
流
し
た
陸
軍
軍
人
大
迫
尚

道
は
、
一
九
二
二
年
に
岡
山
の
女
学
校
で
講
演
中
、
五
、六
人
の
生
徒
の
私
語
が
止
ま
な
い

の
に
激
高
し
、「
ア
ナ
タ
方
は
私
の
話
を
聴
か
ぬ
位
な
ら
邪
魔
に
な
る
か
ら
出
て
行
き
な
さ

い
」
と
言
っ
た
ら
、
生
徒
が
本
当
に
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
大
迫
は
「
私

は
彼
女
等
を
善
い
方
へ
導
く
つ
も
り
で
い
ふ
た
の
で
す
が
、
至
誠
の
足
ら
な
か
っ
た
為
に
却

て
彼
女
等
は
大
迫
は
失
敬
な
奴
ぢ
ゃ
と
思
っ
て
出
て
行
っ
た
で
あ
ら
う
、
私
の
善
い
方
の
心

を
見
ず
に
悪
い
方
を
見
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
反
省
し
た
も
の
の
、
お
そ
ら
く
同
時
代

の
女
学
校
生
徒
に
と
っ
て
大
迫
の
修
養
談
は
面
白
く
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

（
11
（

。

　

今
回
は
女
性
像
と
い
う
角
度
か
ら
報
徳
会
の
機
関
誌
に
光
を
当
て
て
み
た
が
、
報
徳
会
は

常
に
時
代
と
状
況
に
応
じ
て
そ
の
主
張
の
提
示
方
法
を
変
え
る
。
同
時
代
的
に
知
ら
れ
て
い

る
文
化
現
象
な
ど
を
織
り
込
み
な
が
ら
新
し
い
思
潮
を
非
難
す
る
点
に
こ
れ
は
よ
く
顕
れ
て

い
る
。
今
回
の
問
題
以
外
の
点
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
他
の
道
徳
教
化
団
体
が
展
開
し
て
い
る
主
張
と
の
差
異
の
有
無

に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

※ 

小
論
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
〇
日
、
日
韓
共
同
学
術
大
会
「
日
本
の
多
文
化
化
と
在

日
コ
リ
ア
ン
」
で
報
告
し
た
も
の
に
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（
1
）
並
松
信
久
『
報
徳
思
想
と
近
代
京
都
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
〇
年
。

（
2
）
藤
野
真
挙
「
報
徳
会
と
機
関
誌
『
報
徳
』
」
『
教
育
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
七
号
、
二
〇
一
二
年
。

（
3 

）
近
年
の
拙
稿
は
「
『
報
徳
』
誌
面
か
ら
見
る
鹿
児
島
時
代
の
報
徳
会
」
『
山
口
県
立
大
学
学
術
情

報
』
一
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
「
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
報
徳
会
」
『
山
口
県
立
大
学
学
術
情
報
』

一
三
号
（
大
学
院
論
集
）
、
二
〇
二
〇
年
。

（
4
）
欠
号
で
見
ら
れ
て
い
な
い
号
が
あ
る
た
め
、
女
性
執
筆
者
が
い
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
5 

）
た
だ
し
、
山
口
県
の
三
丘
村
（
現
在
周
南
市
の
一
部
）
の
報
徳
会
に
は
「
女
子
部
」
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
『
報
徳
』
八
巻
五
号
、
一
九
一
八
年
に
掲
載
さ
れ
た
花
田
の
巡
演
日
誌
よ
り
。
ま
た
、
今
回
の
検

討
範
囲
か
ら
は
外
れ
て
い
く
が
、
一
九
二
三
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
報
徳
会
の
全
国
協
議
会
に
は
女
性

参
加
者
が
分
か
る
限
り
で
二
名
い
る
。
こ
れ
は
「
篤
志
者
」
と
し
て
の
参
加
で
あ
る
。

（
6
）
花
田
仲
之
助
「
質
実
剛
健
な
る
気
風
を
養
成
せ
よ
」
『
報
徳
』
四
巻
一
〇
号
、
一
九
一
四
年
。

（
7
）
吉
田
賢
龍
「
婦
人
の
つ
と
め
」
『
報
徳
』
六
巻
八
号
、
一
九
一
六
年
。

（
8
）
前
掲
拙
稿
「
『
報
徳
』
誌
面
か
ら
見
る
鹿
児
島
時
代
の
報
徳
会
」
。

（
9 

）
花
田
松
蔭
「
正
義
人
道
」
『
報
徳
』
一
二
巻
一
一
号
、
一
九
二
二
年
。
「
花
田
松
蔭
」
は
花
田
が
時

折
用
い
る
号
で
あ
る
。
花
田
は
本
名
も
使
う
が
単
に
「
松
蔭
」
と
だ
け
署
名
し
た
記
事
を
書
く
こ
と
も

あ
っ
た
。
イ
プ
セ
ン
は
日
清
戦
争
の
時
期
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
中
村
都

史
子
『
日
本
の
イ
プ
セ
ン
現
象
一
九
〇
六
―
一
九
一
六
年
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
を
確
認

し
た
。

（
10 

）
岩
田
徳
義
「
国
体
の
尊
厳
と
道
徳
発
展
」
（
下
）
『
報
徳
』
七
巻
七
号
、
一
九
一
七
年
。
岩
田
は
か

つ
て
自
由
民
権
運
動
の
闘
士
で
あ
っ
た
と
い
う
。
岩
田
に
つ
い
て
は
『
岩
田
徳
義
翁
小
伝
』
教
育
奨
励

会
、
一
九
一
八
年
と
い
う
伝
記
が
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
公
開

さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。

（
11 

）
「
報
徳
主
義
と
一
家
の
平
和
」
『
報
徳
』
一
〇
巻
一
二
号
、
一
九
二
〇
年
。
こ
の
記
事
は
本
文
の
通

り
無
署
名
。

（
1（ 

）
「
参
政
権
」
『
報
徳
』
一
〇
巻
一
二
号
、
一
九
二
〇
年
。
記
事
の
末
尾
に
（
椢
堂
）
と
あ
る
の
で
、

執
筆
者
は
乃
木
希
典
を
讃
え
る
道
徳
教
化
団
体
「
椢
会
」
（
く
の
き
か
い
）
を
率
い
て
い
た
古
江
椢
堂

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
古
江
は
自
身
の
団
体
も
維
持
し
つ
つ
報
徳
会
の
幹
事
に
も
な
っ
て
い
た
。
ま

た
、
椢
会
は
独
自
の
機
関
誌
『
乃
木
式
』
も
刊
行
し
て
い
た
。
古
江
は
教
訓
調
の
短
文
を
集
め
た
著
書

『
心
の
灸
』
輝
文
館
、
一
九
二
〇
年
が
あ
る
（
こ
の
本
は
後
に
さ
ら
に
増
補
さ
れ
た
り
し
て
『
生
命
の

灸
』
と
改
題
さ
れ
椢
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
）
。
そ
こ
に
は
「
演
壇
に
立
つ
日
本
婦
人
と
四
辻
に
立
つ
香

具
師
と
老
い
た
る
角
力
取
と
は
共
に
悲
劇
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
著
書
は
巻
末
で
「
彼

の
一
部
の
政
治
家
を
視
よ
、
彼
の
一
部
の
大
学
教
授
の
所
説
を
聞
け
、
彼
の
大
新
聞
を
以
て
任
ず
る
に

二
三
紙
の
言
論
を
読
め
、
彼
の
多
く
の
新
聞
記
者
が
、
筆
に
す
る
無
責
任
な
る
記
事
を
見
よ
。
彼
等
は

新
時
代
新
思
潮
の
毒
酒
に
酔
い
麻
れ
て
居
る
。
彼
ら
は
今
や
臆
面
も
な
く
、
民
衆
を
扇
動
し
て
、
個
人

的
利
己
的
情
欲
に
渦
巻
く
群
衆
の
心
裡
に
民
本
民
主
の
蜜
を
囁
き
自
由
平
和
平
等
の
夢
幻
劇
を
演
ぜ
ん

と
し
て
居
る
の
だ
。
彼
ら
は
唯
自
ら
そ
の
音
頭
取
と
な
り
自
ら
そ
の
脚
本
家
た
ら
ん
と
す
る
興
味
に
唆

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
、
民
本
主
義
な
ど
の
同
時
代
的
主
張
を
全
否
定
し
て
い
る
。

（
1（
）
「
か
う
い
ふ
奥
様
は
？
」
『
報
徳
』
一
一
巻
八
号
、
一
九
二
一
年
。
こ
の
記
事
は
無
署
名
。

（
1（
）
花
田
仲
之
助
「
夫
婦
相
和
し
」
『
報
徳
』
一
〇
巻
七
号
、
一
九
二
〇
年
。
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（
1（ 

）
「
修
学
修
業
に
つ
き
て
」
一
〇
巻
一
二
号
、
一
九
二
〇
年
。
署
名
は
（
不
息
生
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

山
口
県
吉
敷
郡
井
関
村
（
現
在
の
山
口
市
阿
知
須
）
の
小
学
校
校
長
だ
っ
た
塚
本
小
治
郎
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

（
1（ 
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
岩
本
努
『
教
育
勅
語
の
研
究
』
民
衆
社
、
二
〇
〇
一
年
が
一
章
を
割
い
て
論
じ

て
い
る
。

（
17 

）
山
田
準
「
上
杉
博
士
の
『
憂
ふ
べ
き
悪
思
想
』
を
読
み
て
」
『
報
徳
』
九
巻
一
〇
号
、
一
九
一
九
年
。

（
1（ 

）
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
山
田
は
事
実
の
半
分
し
か
こ
の
記
事
で
伝
え
て
い
な
い
。
上
杉
の
抗
議
文
に

対
し
、
『
教
育
時
論
』
編
集
部
は
上
杉
の
記
事
の
後
に
続
け
て
、
編
集
者
原
田
実
の
名
前
で
「
余
は
飯

田
氏
の
「
虚
偽
の
瀰
漫
せ
る
社
会
」
全
部
に
讃
同
す
る
者
に
あ
ら
ざ
る
も
、
さ
り
と
て
氏
の
該
文
章
を

本
誌
に
掲
載
せ
る
こ
と
を
以
て
博
士
の
意
見
の
如
く
面
白
か
ら
ず
と
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
。
同
時
に
ま

た
博
士
の
本
誌
に
対
し
て
も
全
部
に
賛
同
し
難
き
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
を
以
て
寸

毫
面
白
か
ら
ず
と
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
受
け
て
立
つ
姿
勢
を
見
せ
た
（
『
教
育
時
論
』
一
二
三
八

号
）
。
そ
し
て
一
二
三
九
号
に
飯
田
は
「
『
憂
ふ
べ
き
悪
思
想
』
上
杉
博
士
の
批
評
を
読
み
て
」
と
い

う
文
章
を
寄
稿
し
、
以
下
の
よ
う
に
丁
寧
な
口
調
な
が
ら
厳
し
い
姿
勢
で
上
杉
の
批
判
を
切
り
返
し
た
。

「
上
杉
先
生
が
私
の
説
を
以
て
甚
だ
面
白
か
ら
ず
と
考
ふ
と
云
は
れ
た
の
は
、
何
う
い
ふ
思
召
し
で
あ

る
の
だ
か
私
に
は
解
り
兼
ま
す
が
、
凡
そ
一
説
を
述
べ
る
に
、
善
い
事
ば
か
り
を
挙
げ
て
書
く
要
が
あ

り
ま
せ
う
か
、
是
非
を
論
じ
て
初
め
て
論
説
が
成
立
ち
、
又
利
益
に
も
な
る
の
で
す
」
。

（
1（
）
角
谷
源
之
助
「
報
徳
心
の
厚
い
家
庭
で
は
」
『
報
徳
』
一
一
巻
八
号
、
一
九
二
一
年
。

（
（0
）
角
谷
源
之
助
「
婦
人
問
題
と
報
徳
」
『
報
徳
』
一
二
巻
一
号
お
よ
び
二
号
、
一
九
二
二
年
。

（
（1 

）
山
崎
真
之
「
真
澄
鏡
」
一
二
巻
四
号
、
五
号
、
一
九
二
二
年
。
五
号
で
は
未
完
な
の
だ
が
、
六
号
か

ら
八
号
が
所
蔵
館
で
残
っ
て
お
ら
ず
、
連
載
が
ど
こ
で
終
わ
っ
た
か
は
今
の
段
階
で
は
不
明
。

（
（（ 

）
秋
田
県
横
手
町
・
横
手
実
科
高
等
女
学
校
「
横
手
実
科
高
女
生
徒
報
徳
会
由
来
並
状
況
」
『
報
徳
』

八
巻
一
〇
号
、
一
九
一
八
年
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
横
手
実
科
高
等
女
学
校
（
現
在
の
秋

田
県
立
横
手
城
南
高
等
学
校
）
で
一
九
一
七
年
か
ら
生
徒
に
報
徳
会
を
作
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
決
め
ら
れ
た
実
行
問
題
を
見
る
と
、
「
小
説
を
読
ま
ぬ
事
」
「
芝
居
活
動
写
真
を
観

ざ
る
事
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
説
は
青
少
年
の
精
神
を
健
全
育
成
す
る
妨
げ
に
な
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
堀
越
英
美
『
不
道
徳
お
母
さ
ん
講
座
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
八
年
。

（
（（ 

）
青
田
帰
一
居
士
「
報
恩
主
義
お
徳
さ
ん
」
（
弐
）
『
報
徳
』
一
一
巻
九
号
、
一
九
二
一
年
。
青
田
帰

一
は
前
述
の
椢
会
か
ら
合
流
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
（
椢
会
か
ら
著
書
が
出
て
い
る
）
。

（
（（ 

）
帰
一
生
「
報
徳
主
義
お
徳
さ
ん
の
歌
」
『
報
徳
』
一
二
巻
五
号
、
一
九
二
二
年
。

（
（（ 

）
「
孝
女
つ
ぎ
」
一
一
巻
五
号
、
一
九
二
一
年
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
郷
里
の
岐
阜
県
土
岐
郡
教

育
会
で
『
孝
女
津
岐
』
と
し
て
一
九
一
七
年
に
冊
子
が
出
版
さ
れ
て
い
た
。
国
立
国
会
図
書
館
が
デ
ジ

タ
ル
化
し
て
公
開
し
て
い
る
。
こ
の
冊
子
の
序
文
に
は
、
「
近
時
個
人
主
義
の
弊
竇
社
会
人
心
に
浸
潤

す
る
こ
と
漸
く
深
く
、
徒
に
個
人
の
権
利
を
主
張
し
自
由
を
唱
導
し
て
、
我
が
孝
道
の
如
き
も
動
も
す

れ
ば
之
を
迂
闊
視
す
る
も
の
あ
り
、
我
が
国
民
道
徳
の
基
礎
た
る
犠
牲
的
精
神
の
動
揺
せ
ん
と
す
る
も

の
あ
る
は
、
返
す
返
す
も
浩
嘆
の
至
と
云
ふ
べ
く
、
今
に
し
て
之
が
匡
救
の
法
を
講
じ
、
国
民
の
迷
を

解
く
所
無
く
ん
ば
、
国
家
の
前
途
を
如
何
に
す
べ
き
。
此
の
時
に
当
て
本
県
下
土
岐
郡
に
孝
女
小
木
曽

つ
ぎ
を
出
す
。
聊
か
人
心
を
強
う
す
る
も
の
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
報
徳
』

と
同
様
の
問
題
意
識
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（ 

）
「
孝
女
明
石
く
に
」
『
報
徳
』
一
一
巻
九
号
、
一
九
二
一
年
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
地

元
山
口
県
萩
で
『
孝
女
明
石
く
に
事
蹟　

萩
の
名
玉
』
明
倫
史
談
会
、
一
九
二
〇
年
と
い
う
伝
記
が
刊

行
さ
れ
て
い
た
。
国
立
国
会
図
書
館
が
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
公
開
し
て
い
る
。

（
（7 

）
山
崎
真
之
編
『
女
子
修
養
婦
女
の
か
が
み
』
駸
々
堂
、
一
九
二
六
年
。

（
（（ 

）
前
掲
『
女
子
修
養
婦
女
の
か
が
み
』
に
伝
記
が
あ
る
。
小
論
校
正
中
、
西
亀
正
夫
『
大
正
の
女
二
宮

丹
下
マ
ツ
子
女
史
伝
』
（
東
京
藝
備
社
、
一
九
二
一
年
）
に
接
し
た
。
た
だ
こ
の
人
物
の
場
合
、
猛
烈

な
情
熱
と
行
動
力
が
愛
国
的
行
動
や
地
域
社
会
へ
の
貢
献
と
い
う
形
で
噴
出
し
て
い
る
た
め
許
容
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
丹
下
は
報
徳
会
の
花
田
と
も
面
識
が
あ
り
、
一
九
二
二
年

九
月
に
広
島
県
で
花
田
が
講
演
し
た
際
に
も
会
っ
て
い
る
。
こ
の
時
も
、
「
十
一
時
過
ぎ
ま
で
大
声
扼

腕
し
て
熱
心
な
る
講
演
を
な
し
聴
衆
に
深
き
感
動
を
与
へ
ら
れ
た
」
ば
か
り
か
、
そ
の
後
午
前
一
時
過

ぎ
ま
で
花
田
と
熱
心
に
議
論
を
し
て
、
周
囲
の
注
意
で
初
め
て
就
寝
し
た
と
い
う
ほ
ど
の
体
力
と
精
神

力
の
持
ち
主
だ
っ
た
。
こ
の
時
丹
下
は
九
三
歳
だ
っ
た
（
「
善
行
美
談
」
『
報
徳
』
一
二
巻
一
二
号
、

一
九
二
二
年
）
。

（
（（ 

）
「
大
迫
大
将
閣
下
講
演
大
要
」
『
報
徳
』
一
二
巻
五
号
、
一
九
二
二
年
。
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The Portrayal of Women in the Magazine “Houtoku” : 1911-1922

IZAO Tomio

　The purpose of this article is to analyze the role of women in the magazine “Houtoku”, published by 
Houtokukai, which was established by Hanada Nakanosuke. It was formed to promote moral education 
in Japan, and especially the goal of the “Imperial Rescript on Education”. 
  In the 1（10s to 1（（0s, a democracy and movement calling  for equal rights and  liberation of women 
spread  throughout  Japan. Articles about women  in  “Houtoku”  always criticized  individualism and 
opposed the right to vote for women. The Magazine’s writers believed that the role of Japanese women 
was to raise their families, educate their children, and support their husbands. They not only criticized 
contemporary women but also presented their own “ideal” model for a Japanese woman.


