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私
た
ち
日
本
の
女
性
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
、
は
た
し
て
ど
ん
な
政
治
的
な
経
験
と
呼
ば
れ
る

も
の
を
う
け
つ
い
で
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
自
由
民
権
時
代
に
、
岸
田
俊
子
そ
の
他
の
若
い
女
性
が
活
躍
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
し
、
大
正

末
期
か
ら
昭
和
六
七
年
頃
ま
で
の
期
間
、
多
く
の
若
い
婦
人
が
政
治
的
な
関
心
を
め
ざ
ま
さ
れ
て
活
動
し

た
こ
と
も
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。

　
維
新
の
風
雲
の
間
を
奔
走
し
た
女
の
ひ
と
た
ち
は
も
と
よ
り
少
く
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
婦
人
た
ち
は
歴

史
の
波
瀾
の
う
ち
に
生
死
を
も
賭
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
総
て
の
時
代
を
通
じ
て
印
象
を
辿
っ
て
み
る
と
、

日
本
の
婦
人
一
般
に
と
っ
て
政
治
的
な
活
動
を
す
る
婦
人
は
、
す
ぐ
一
種
の
女
傑
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

家
庭
生
活
を
中
心
に
朝
夕
を
送
っ
て
い
る
人
々
の
実
感
か
ら
ど
こ
と
な
し
一
歩
は
な
れ
た
存
在
と
な
っ
て

来
た
傾
き
が
つ
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
明
治
十
四
年
に
十
九
歳
で
あ
っ
た
岸
田
俊
子
が
、
三
年
の
女
官
生
活
か
ら
一
直
線
に
自
由
党
の
政
治
運

動
に
入
っ
て
行
っ
た
過
程
は
、
い
か
に
も
そ
の
時
代
の
若
々
し
く
燃
え
立
っ
て
、
形
の
固
定
し
て
い
な
か

っ
た
日
本
の
社
会
情
勢
を
語
っ
て
い
て
、
俊
子
の
性
格
の
烈
し
さ
の
面
白
さ
ば
か
り
に
止
ま
ら
な
い
感
興

を
後
世
に
与
え
る
。
俊
子
は
、
当
時
の
進
歩
的
な
人
々
の
も
の
の
考
え
か
た
に
従
っ
て
男
女
平
等
論
や
一
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夫
一
婦
論
や
女
子
教
育
論
、
あ
る
い
は
政
局
批
判
に
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
の
政
治

的
見
解
と
い
う
も
の
は
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
深
く
そ
の
身
に
つ
い
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　
年
齢
が
若
か
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
そ
れ
ら
の
演
説
会
に
出
る
と
き
の
服
装
な
ど
に

つ
い
て
も
、
俊
子
は
相
当
の
は
っ
た
り
を
き
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
え
る
。
「
大
阪
で
は
文
金
高
島
田
、

緋
縮
緬
の
着
物
に
黒
縮
緬
の
帯
と
い
う
芝
居
の
姫
君
の
よ
う
な
濃
艶
な
姿
、
ま
た
京
都
そ
の
他
で
は
黒
白

赤
の
三
枚
重
ね
」
と
土
地
柄
を
見
て
演
出
効
果
を
考
え
て
い
た
こ
と
も
相
馬
黒
光
女
史
の
「
明
治
初
期
の

三
女
性
」
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
。
明
治
十
六
年
の
秋
京
都
で
「
女
子
大
演
説
会
」
と
い
う
も
の
を
開
い

た
と
き
に
は
、
太
刀
ふ
じ
と
い
う
七
つ
か
八
つ
の
女
の
子
に
前
座
を
つ
と
め
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
様
子

で
あ
る
。

　
明
治
十
三
年
に
神
田
の
区
会
に
婦
人
傍
聴
者
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
神
崎
清
氏
の
婦
人
年
鑑
に
あ
っ

て
、
そ
れ
か
ら
明
治
二
十
三
年
集
会
結
社
法
で
婦
人
の
政
談
傍
聴
禁
止
が
し
か
れ
る
ま
で
、
成
田
梅
子
、

村
上
半
子
、
景
山
英
子
ら
の
活
溌
な
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
岸
田
俊
子
に
し
ろ
当
時
の
自
由
党
員
中
島

長
城
と
結
婚
し
て
か
ら
は
、
自
分
の
過
去
の
政
治
活
動
を
あ
ま
り
よ
ろ
こ
ば
し
い
回
想
と
は
し
て
い
な
い

口
吻
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
俊
子
の
生
涯
の
活
動
ぶ
り
、
情
熱
の
中
心
は
、
自
分
と
い
う
も

の
が
身
に
も
っ
て
い
る
容
色
と
才
智
と
の
全
部
を
男
と
平
等
な
あ
る
い
は
男
を  

瞠    

若  

ど
う
じ
ゃ
く

た
ら
し
め
る
女
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と
し
て
表
現
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
意
欲
に
熱
烈
で
、
そ
の
面
に
は
徹
底
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
け
れ
ど
も
、

当
時
の
お
く
れ
た
無
智
に
お
か
れ
て
い
る
同
性
に
対
し
て
は
決
し
て
暖
い
同
情
者
啓
蒙
者
で
あ
る
と
い
え

な
か
っ
た
点
も
、
今
日
か
ら
見
る
と
、
一
種
の
お
ど
ろ
き
に
似
た
感
情
を
与
え
ら
れ
る
。

　
明
治
三
十
二
年
と
い
う
と
中
島
湘
煙
の
死
ぬ
二
年
前
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
頃
青
柳
有
美
が
大
磯
の
病
床

に
彼
女
を
訪
問
し
た
と
き
の
湘
煙
の
談
話
は
、
彼
女
の
女
性
観
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
し
て
い
る
。

　
有
美
は
そ
の
時
分
女
へ
の
悪
口
で
攻
撃
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
湘
煙
は
い
く
ら
か
同
情
気
味
で
「
私
は

実
は
女
が
大
嫌
い
サ
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ド
ウ
も
洒
落
な
、
か
ま
わ
ん
所
が
な
い
か
ら
ナ
…
…
男
な
ら
ど
ん
な
人
で
も
大
抵
手
に
は
余
さ
ん
が
…

…
女
と
来
る
と
丸
で
呼
吸
が
分
ら
ん
で
ナ
…
…
ど
う
向
け
て
善
い
も
の
や
ら
、
…
…
ト
ン
と
困
る
テ
。
遇

う
と
つ
ま
ら
ん
外
部
ば
か
り
の
話
を
し
て
ナ
…
…
ち
っ
と
も
面
白
く
な
い
の
だ
。
ド
ウ
も
疲
れ
る
よ
。
一

体
女
と
い
う
も
の
に
は
少
し
も
禅
気
が
な
い
か
ら
ナ
。
女
は
み
ん
な
魔
の
さ
し
て
る
も
の
だ
よ
。
」

　
そ
し
て
、
女
の
仲
間
へ
ゆ
く
と
自
分
が
す
っ
か
り
無
言
に
な
っ
て
、
非
常
に
縮
っ
て
、
顔
が
熱
く
な
っ

て
来
て
気
が
遠
く
な
っ
た
よ
う
な
心
持
が
し
て
「
こ
の
腕
も
ト
ン
と
揮ふる
え
ん
て
ナ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

僅
か
三
十
七
歳
ば
か
り
の
婦
人
の
言
葉
と
し
て
き
く
と
、
こ
れ
ら
の
言
葉
づ
か
い
そ
の
も
の
さ
え
今
日
の

女
の
心
に
は
珍
奇
に
思
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
か
ら
っ
て
女
ば
か
り
が
集
っ
て
す
る
話
は
同
じ
こ
と
で
、
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外
国
の
夫
婦
喧
嘩
の
多
い
こ
と
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

「
日
本
の
家
庭
の
方
が
遙
に
善
い
よ
。
殊
に
昔
風
の
家
庭
の
方
が
よ
い
よ
」
と
。

　
し
か
し
、
福
沢
諭
吉
は
こ
の
明
治
三
十
二
年
に
六
十
六
歳
で
「
女
大
学
評
論
」
「
新
女
大
学
」
を
発
表

し
、
貝
原
益
軒
流
の
女
庭
訓
で
し
ば
ら
れ
た
日
本
の
女
の
社
会
的
な
向
上
の
た
め
に
周
密
真
摯
な
努
力
と

具
体
策
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
自
身
女
性
で
あ
る
中
島
湘
煙
が
、
な
ぜ
女
は
み
な
魔
が
さ
し
て
い
る
よ
う
な
非
条
理
に
お
か
れ
て
い
る

か
と
い
う
そ
の
原
因
に
ま
で
ふ
れ
、
沈
潜
し
て
理
解
し
て
ゆ
こ
う
と
せ
ず
、
か
え
っ
て
男
の
福
沢
諭
吉
が

女
の
た
め
に
懇
切
、
現
実
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
私
た
ち
に
何
を
教
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人

の  

為    

人  

ひ
と
と
な
り

の
高
低
が
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
婦
人
そ
の
も
の
の
社
会
的
自
覚
が
、
そ

の
頂
点
で
さ
え
も
な
お
遙
か
に
社
会
的
に
は
狭
小
な
低
い
視
野
に
止
っ
て
い
た
日
本
の
女
の
歴
史
の
悲
し

い
不
具
な
黎
明
の
姿
を
、
そ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。

　
景
山
英
子
は
、
そ
の
生
涯
の
間
に
は
、
婦
人
の
社
会
的
向
上
の
問
題
の
理
解
を
次
第
に
深
め
て
、
明
治

四
十
年
代
「
青
鞜
」
が
発
刊
さ
れ
た
頃
に
は
婦
人
の
社
会
的
な
問
題
の
土
台
に
生
産
の
諸
関
係
を
見
、
婦

人
の
間
に
社
会
層
の
分
裂
が
生
じ
る
必
然
の
推
移
ま
で
を
見
て
、
平
塚
雷
鳥
が
主
観
の
枠
内
で
女
性
の
精

神
的
自
己
解
放
を
と
な
え
て
い
た
到
達
点
を
凌
駕
し
た
。
彼
女
は
明
治
三
十
四
年
に
女
子
の
工
芸
学
校
を
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創
立
し
た
り
し
て
、
婦
人
の
向
上
の
社
会
的
足
場
を
技
術
の
面
か
ら
高
め
て
行
こ
う
と
す
る
努
力
を
も
試

み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
業
績
は
顕
著
な
ら
ず
し
て
、
時
代
の
波
濤
の
間
に
没
し
て
い
る
。

　
明
治
二
十
年
以
後
の
反
動
期
に
入
る
と
、
近
代
国
家
と
し
て
日
本
の
社
会
の
一
定
の
方
向
が
確
定
し
た

と
と
も
に
、
婦
人
に
求
め
て
ゆ
く
向
上
の
社
会
的
方
向
も
ほ
ぼ
固
定
し
は
じ
め
た
。
当
時
日
進
月
歩
で
あ

っ
た
新
日
本
の
足
ど
り
に
お
く
れ
て
手
足
ま
と
い
と
な
ら
な
い
範
囲
に
開
化
し
て
、
し
か
も
過
去
の
自
由

民
権
時
代
の
女
流
の
よ
う
に
男
女
平
等
論
な
ど
を
論
ぜ
ず
内
助
の
功
を
あ
げ
る
こ
と
を
終
生
の
よ
ろ
こ
び

と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
女
を
、
明
治
の
日
本
は
理
想
の
娘
、
妻
、
母
と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三
十
二
年
の
高
等
女
学
校
令
は
、
四
十
二
年
後
の
今
日
に
迄
つ
づ
い
て
い
て
、
そ
の
精
神
は
、
古
く
も
な

い
が
決
し
て
新
し
す
ぎ
も
し
な
い
若
い
女
の
産
出
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
六
十
六
歳
の
福
沢
諭
吉
が
、
日
清
戦
争
の
勝
利
の
後
の
日
本
が
、
一
応
進
歩
的
傾
向
で
の
安
定
を
見
出

し
た
こ
の
三
十
二
年
に
「
新
女
大
学
」
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
複
雑
な
社
会
史
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
大
体
福
沢
諭
吉
が
益
軒
の
「
女
大
学
」
を
読
ん
で
、
そ
れ
に
疑
義
を
抱
き
、
手
控
え
を
こ
し
ら
え
は
じ

め
た
の
は
彼
の
二
十
五
歳
の
年
、
大
阪
か
ら
江
戸
へ
出
た
時
代
の
事
で
あ
る
。
「
学
問
の
す
す
め
」
は
明

治
五
年
に
あ
ら
わ
れ
て
、
日
本
の
黎
明
に
大
き
い
光
明
を
投
げ
た
の
に
、
「
女
大
学
評
論
」
と
「
新
女
大
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学
」
と
は
「
幾
十
年
の
昔
に
な
り
た
る
」
そ
の
腹
稿
を
や
っ
と
三
十
二
年
に
な
っ
て
公
表
の
時
機
を
見
出

し
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
迄
の
日
本
が
岸
田
そ
の
他
の
婦
人
政
客
を
例
外
的
に
生
み
な
が
ら
も
、
全

体
と
し
て
は
「
真
面
目
に
女
大
学
論
な
ど
唱
え
て
も
」
耳
を
傾
け
る
人
の
す
く
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
婦
人
の
独
自
な
条
件
に
立
っ
て
体
育
、
知
育
、
徳
育
の
均
斉
し
た
発
達
の
必
要
と
、
家
庭
生
活
に
お
け

る
夫
婦
の
「
自
ら
屈
す
可
か
ら
ず
、
ま
た
他
を
屈
伏
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
」
人
性
の
天
然
に
従
っ
た
両
性

関
係
の
確
立
、
再
婚
の
自
由
、
娘
の
結
婚
に
あ
た
っ
て
財
産
贈
与
な
ど
に
よ
る
婦
人
の
経
済
的
自
立
性
の

保
護
な
ど
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
諭
吉
の
「
新
女
大
学
」
は
、
今
日
に
あ
っ
て
も
私
た
ち
を
爽
快
に
さ
せ

る
明
治
の
強
壮
な
常
識
に
貫
か
れ
て
い
る
。

　
若
い
女
性
た
ち
が
数
百
の
小
説
本
は
よ
み
な
が
ら
、
一
冊
の
生
理
書
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
ひ
と
の
多

い
こ
と
を
な
げ
き
「
学
問
の
教
育
に
至
り
て
は
女
子
も
男
子
と
相
異
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
原

則
と
し
て
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
日
本
の
社
会
の
実
際
は
、
女
の
向
上
を
等
閑
に
し
て
数
百
年
を
経

て
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、
男
と
同
等
の
程
度
に
女
の
学
問
が
お
よ
ぶ
た
め
に
は
相
当
の
年
月
が
い
る
で
あ

ろ
う
と
見
て
い
る
。

「
文
明
普
通
の
常
識
」
程
度
と
し
て
、
「
こ
と
に
我
輩
が
日
本
女
子
に
限
り
て
是
非
と
も
そ
の
知
識
を
開
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発
せ
ん
と
欲
す
る
所
は
社
会
上
の
経
済
思
想
と
法
律
思
想
と
此
の
二
者
に
あ
り
」
と
す
る
諭
吉
の
言
説
は
、

と
く
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
だ
と
思
う
。
婦
人
に
経
済
法
律
と
は
異
様
に
き
こ
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
思
想
が
皆
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
社
会
生
活
で
女
が
無
力
で
あ
る
原
因
中

の
一
大
原
因
で
あ
る
。
女
に
は
是
非
こ
の
知
識
が
い
る
。
「
形
容
す
れ
ば
文
明
女
子
の
懐
剣
と
云
う
も
可

な
り
」
そ
し
て
、
こ
の
新
興
日
本
に
ふ
さ
わ
し
い
大
啓
蒙
学
者
は
青
年
の
よ
う
な
英
気
を
も
っ
て
、
「
夫

れ
女
子
は
男
子
に
等
し
く
生
れ
て
」
と
い
う
冒
頭
の
一
句
か
ら
全
篇
二
十
三
ヵ
条
に
わ
た
っ
て
真
に
心
と

肉
体
の
健
や
か
で
人
間
ら
し
い
娘
、
妻
、
母
を
生
む
た
め
に
必
須
な
社
会
向
上
の
要
点
を
力
説
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
中
島
湘
煙
が
、
い
い
と
い
っ
た
昔
風
な
家
庭
の
土
台
を
な
す
益
軒
流
の
観
念
に
対
し
て
、
諭
吉
は
歯
に

衣
を
き
せ
ず
「
女
子
が
此
の
教
に
従
っ
て
萎
縮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
男
子
の
た
め
に
便
利
な
る
ゆ
え
、
男
子

の
方
が
却
っ
て
女
大
学
を
唱
え
以
て
自
身
の
我
儘
を
恣
に
す
る
も
の
多
し
（
中
略
）
女
子
た
る
も
の
は
決

し
て
油
断
す
べ
か
ら
ず
」
と
警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
四
十
余
年
前
に
現
れ
て
い
る
こ
の
「
新
女
大
学
」
の
内
容
の
何
分
の
一
が
、
今
日
の
日
本
に
実
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
女
子
の
教
育
に
つ
い
て
、
ま
だ
す
べ
て
の
高
等
専
門
学
校
、
大
学
が
女
子
の
入
学
を
許
す
と
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こ
ろ
迄
行
っ
て
い
な
い
。
大
正
十
年
ご
ろ
、
美
術
学
校
や
早
大
慶
大
が
女
子
本
科
生
入
学
許
可
の
方
針
を

き
め
た
が
、
そ
れ
は
却
下
さ
れ
た
。
早
大
が
昨
年
や
っ
と
正
科
に
女
生
徒
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
日
本
の
女
子
に
と
っ
て
は
、
一
層
必
要
と
さ
れ
て
い
る
経
済
や
法
律
思
想
は
、
現
在
一
般
の
婦
人
の
常

識
と
日
常
生
活
の
う
ち
に
ど
こ
ま
で
具
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
世
界
の
国
々
で
は
ど
こ
で
も
、
婦
人
の
政
治
的
な
成
長
の
第
一
歩
が
常
に
公
民
権
の
獲
得
か
ら
は
じ
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
永
井
享
氏
の
「
婦
人
問
題
研
究
」
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
一
八
六
九
年
（
明
治
二
年
）
に
女
子
に
公
民
権
を
認
め
ら
れ
一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）
の
人
民
代

表
法
で
三
十
歳
以
上
の
婦
人
に
参
政
権
を
与
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
約
六
百
万
人
の
婦
人
が
選
挙
権
を
も

つ
こ
と
と
な
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
婦
人
は
、
一
番
早
く
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
完
全
な
参
政
権
を

得
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
第
一
次
大
戦
終
結
の
後
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
成
立
と

年
を
同
じ
く
し
て
、
新
憲
法
に
よ
る
男
女
二
十
歳
以
上
の
一
般
、
平
等
、
直
接
、
無
記
名
投
票
権
を
認
め

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
が
一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）
十
一
月
以
来
生
産
的
公
益

的
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
営
む
十
八
歳
以
上
の
一
切
の
も
の
（
即
ち
男
女
を
こ
め
て
）
に
選
挙
権
を
認
め

て
い
る
こ
と
な
ど
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
日
本
の
明
治
以
降
を
み
る
と
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
由
民
権
時
代
の
末
期
（
明

10女性の歴史の七十四年



治
二
十
三
年
）
に
集
会
結
社
法
で
婦
人
の
政
談
傍
聴
を
禁
止
さ
れ
て
か
ら
、
更
に
明
治
三
十
三
年
（
一
九

〇
〇
年
）
エ
レ
ン
・
ケ
イ
が
「
児
童
の
世
紀
」
を
書
い
た
年
、
治
安
警
察
法
第
五
条
に
よ
っ
て
、
女
子
の

政
治
運
動
が
禁
止
さ
れ
た
。

　
神
崎
氏
の
年
表
に
、
三
十
六
年
鳩
山
春
子
選
挙
演
説
を
行
う
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
愛
す

る
良
人
か
息
子
の
た
め
に
、
こ
の
有
名
な
老
夫
人
が
出
馬
応
援
し
た
と
い
う
範
囲
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
大
正
九
年
、
大
戦
後
の
波
は
日
本
の
社
会
に
も
う
ち
よ
せ
平
塚
雷
鳥
の
新
婦
人
協
会
が
治
安
警
察
法
第

四
条
の
改
正
を
議
会
へ
請
願
し
た
り
す
る
迄
の
十
数
年
間
、
日
本
の
一
般
の
家
庭
婦
人
の
経
た
政
治
的
訓

練
と
い
う
も
の
は
、
一
部
の
婦
人
の
選
挙
の
前
後
の
内
助
的
活
動
と
、
選
挙
が
近
く
な
る
と
あ
す
こ
の
奥

さ
ん
は
愛
想
が
よ
く
な
る
よ
、
と
い
う
風
な
庶
民
的
諷
刺
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
）
普
選
案
が
国
民
全
体
の
関
心
の
焦
点
に
お
か
れ
た
に
つ
れ
て
、
婦
人
参

政
権
建
議
案
が
初
め
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
市
川
房
枝
、
金
子
し
げ
り
な
ど
の
婦
人
参
政
権
獲
得
期
成

同
盟
会
が
成
立
し
た
の
は
翌
十
三
年
の
お
し
つ
ま
っ
た
十
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
い
よ
い
よ
十
四
年
普
選

案
が
両
院
を
通
過
し
た
と
同
時
に
、
婦
選
の
要
望
も
き
わ
め
て
一
般
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
は
じ
め
た
。

　
大
正
十
五
年
二
月
に
は
婦
人
参
政
建
議
案
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
昭
和
二
年
の
全
国
高
等
女
学
校
長

会
議
で
、
婦
選
問
題
が
討
議
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
今
日
の
議
事
題
目
と
く
ら
べ
て
何
と
い
う
ち
が
い
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で
あ
ろ
う
。

　
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
に
は
、
政
友
民
政
と
も
に
婦
人
公
民
権
承
認
に
立
ち
、
こ
の
年
の
一
月
に

は
婦
選
デ
ー
が
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
市
町
村
制
改
正
の
政
府
案
か
ら
婦
人
公
民
権
は
削
除
さ
れ
、
当
時
、

公
民
権
賛
成
議
員
が
多
く
て
政
府
は
そ
の
対
策
に
腐
心
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
政
友
民
政
両
党
か
ら

出
さ
れ
た
婦
人
公
民
権
案
は
、
つ
い
に
否
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
五
年
の
議
会
で
は
ま
た
こ
の
公
民
権
が
も
り
か
え
さ
れ
て
、
と
も
か
く
衆
議
院
で
は
可
決
さ

れ
る
と
こ
ろ
迄
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
貴
族
院
で
は
審
議
未
了
と
な
り
、
全
国
町
村
長
会
議
で
は
、
婦
人
公
民

権
案
に
反
対
を
決
議
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
実
に
町
村
長
な
ど
と
い
う
地
方
的
有
力
者
に
代
表
さ
れ
て

い
る
一
般
観
念
の
根
づ
よ
い
偏
見
と
保
守
性
を
語
っ
て
い
る
。

　
貴
族
院
も
ま
た
そ
の
議
員
た
ち
の
属
す
る
社
会
層
の
伝
統
の
重
さ
古
さ
に
よ
る
故
で
あ
ろ
う
か
、
昭
和

六
年
の
婦
人
公
民
権
政
府
案
を
貴
族
院
で
否
決
し
て
し
ま
っ
た
。

　
満
州
事
変
が
昭
和
六
年
九
月
に
勃
発
し
た
こ
と
は
、
以
来
引
つ
づ
い
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
日
本
の
全

社
会
生
活
の
大
変
動
の
発
端
を
な
し
て
い
る
が
、
婦
選
運
動
の
流
れ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
歴
史
的
屈
折
を

よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
欠
か
さ
ず
提
出
さ
れ
て
い
た
婦
選
案
、
廃
娼
案
が
昭
和
八
年
の
議
会
か
ら
は
、
提
出
さ
れ
な
く
な
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っ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
ど
の
よ
う
な
施
政
の
方
針
変
化
を
示
す
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
十
数
年
来
婦
選
の
た
め
に
力
を
つ
く
し
て
来
た
種
々
の
婦
人
団
体
は
昭
和
九
年
以
来
、
方
向
転
換
し
て

母
子
保
護
法
の
達
成
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
り
、
十
二
年
そ
れ
が
可
決
さ
れ
て
の
ち
、
婦
選
運
動
家
た
ち

の
動
き
は
、
時
局
に
際
し
て
一
種
の
名
状
し
が
た
い
消
極
的
混
乱
に
お
か
れ
る
に
到
っ
た
。
「
時
局
研
究

会
」
と
か
「
精
動
」
と
か
種
々
の
委
員
会
へ
の
分
散
的
吸
収
に
ま
か
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
こ
の
夏
、

新
体
制
の
声
と
と
も
に
、
婦
選
獲
得
同
盟
は
十
八
年
の
苦
闘
の
歴
史
を
閉
じ
て
解
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
婦
選
の
動
き
が
日
本
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
に
見
る
も
痛
々
し
い
浮
沈
を
く
り
か
え
し
て
、
公
民
権
さ

え
も
つ
い
に
誕
生
し
得
な
い
ま
ま
未
曾
有
の
世
界
史
的
変
化
に
当
面
し
て
い
る
と
い
う
今
日
の
現
実
は
、

明
日
に
お
け
る
主
婦
た
ち
の
政
治
的
自
覚
を
期
待
す
る
上
に
、
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
い
深
刻
な
痕

跡
を
刻
み
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
。

　
金
子
し
げ
り
、
市
川
房
枝
な
ど
の
運
動
と
並
行
し
て
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
ご
ろ
無
産
派
婦
人
政

治
運
動
促
進
会
と
い
う
も
の
が
で
き
、
全
国
婦
人
同
盟
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
流
れ
は
爾
後
七
八
年
間
種
々

転
変
し
つ
つ
、
日
本
の
勤
労
的
な
生
活
に
あ
る
婦
人
層
の
広
汎
な
政
治
的
成
長
の
た
め
に 

尽  

瘁 

じ
ん
す
い

し
つ
づ

け
た
。
明
治
の
暁
の
光
の
中
で
半
ば
生
れ
ん
と
し
て
生
れ
な
か
っ
た
自
由
民
権
時
代
の
婦
人
の
社
会
的
覚
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醒
へ
の
希
望
の
本
質
は
、
む
し
ろ
こ
の
流
れ
の
う
ち
に
発
展
さ
れ
、
う
け
つ
が
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

日
本
の
社
会
の
歴
史
の
全
く
独
特
な
襞
の
深
さ
は
、
常
に
歴
史
の
テ
ム
ポ
を
極
度
に
圧
縮
し
、
あ
ら
ゆ
る

事
象
の
発
達
の
前
後
の
関
係
に
無
理
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
実
際
が
、
こ
の
面
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
今
日

ま
で
の
婦
選
が
一
方
に
お
い
て
中
流
的
な
婦
人
層
の
政
治
的
な
成
熟
の
形
と
な
っ
て
完
成
さ
れ
ず
哀
れ
や

蔕へた
ぐ
さ
れ
て
落
ち
た
如
く
、
他
方
勤
労
的
婦
人
の
生
活
の
声
も
組
織
さ
れ
ず
、
昭
和
十
三
年
の
婦
人
年
表

に
は
、
母
子
保
護
法
実
施
と
な
ら
ん
で
婦
人
の
坑
内
労
働
復
活
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
し
た
事
項
が
肩
を
な

ら
べ
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
歴
史
に
縫
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
婦
人
の
こ
の
よ
う
な
社
会
力
の
弱
さ
は
、
今
日
の
新
し
い
日

本
の
進
み
出
し
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
種
々
様
々
の
困
難
を
生
じ
て
い
る
と
思
う
。
女
自
身
の
低
さ
に
女

が
苦
し
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
婦
人
の
低
い
未
訓
練
な
社
会
的
態
度
と
い
う
も
の
が
、

女
を
そ
の
よ
う
に
導
い
て
来
た
男
の
推
進
に
も
今
や
重
荷
と
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
だ
と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
「
精
動
」
に
参
加
し
て
い
た
名
流
婦
人
た
ち
は
、
彼
女
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
時
局
的
な
動
き

の
間
で
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
真
に
国
民
の
感
情
に
暖
く
賢
く
ふ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
仕
事
ぶ
り
を
示
し
た

だ
ろ
う
。
自
身
が
い
わ
ば
す
で
に
功
成
り
名
を
と
げ
た
人
々
で
あ
る
そ
れ
ら
大
多
数
の
婦
人
た
ち
は
、
政

治
的
に
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
現
実
的
に
社
会
現
象
を
判
断
し
対
処
し
て
ゆ
く
能
力
は
欠
い
て
い
て
、
事
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大
的
な
追
随
を
政
治
的
な
態
度
と
思
い
あ
や
ま
っ
て
、
結
果
と
し
て
は
か
え
っ
て
、
時
局
を
漫
画
化
す
る

登
場
人
物
の
役
割
を
も
っ
た
傾
さ
え
あ
っ
た
。
同
時
に
、
対
外
的
な
場
面
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
日
本
の
婦
人
が
示
す
言
動
の
、
政
治
を
意
識
す
る
方
法
の
低
さ
か
ら
生
じ
る
非
政
治
性

と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
案
外
に
大
き
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
い
う
点
で

は
、
婦
人
参
政
権
獲
得
の
た
め
に
苦
難
な
道
を
経
た
先
進
婦
人
た
ち
も
、
日
本
で
は
政
治
上
直
接
に
婦
人

が
発
言
し
て
ゆ
く
機
会
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
い
つ
も
間
接
に
、
い
つ
も
男
の
代
議
士
を
動
か
し

て
公
の
声
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
自
身
の
動
き
か
た
を
、
お
の
ず
か
ら
ふ
る

い
政
治
家
流
の
観
念
に
犯
さ
れ
て
い
る
悲
し
さ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
明
日
の
日
本
の
主
婦
た
ち
、
娘
た
ち
が
健
全
な
新
鮮
な
政
治
の
理
解
に
立
ち
、
自
分
た
ち
の
日
常
の
生

活
処
理
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
政
治
的
成
長
を
遂
げ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
決
し
て
た
や
す
い
こ
と
で
は
な

い
と
思
う
。

　
隣
組
が
で
き
て
、
そ
し
て
物
資
の
問
題
が
切
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
か
ら
、
婦
人
の
政
治
的
関
心

が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
聞
く
け
れ
ど
も
、
「
贅
沢
は
敵
だ
」
と
い
う
よ
う
な
標
語
を
そ
の
文
字
の
意

味
で
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
婦
人
の
政
治
的
成
長
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
、
安
易
な
解

釈
と
自
己
弁
護
で
あ
ろ
う
。
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成
長
を
う
な
が
す
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
一
部
で
は
隣
組
に
主
婦
会
を
お
い
て
、
主
婦
と
い
う
も
の
を

一
つ
の
職
能
と
し
て
上
部
の
組
織
へ
も
代
表
を
送
り
出
し
て
発
言
す
る
可
能
を
つ
く
ろ
う
と
考
慮
中
ら
し

い
。

　
主
婦
と
い
う
立
場
を
職
能
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
日
本
の
新
体
制
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ

と
で
は
な
く
、
社
会
施
設
の
完
備
を
目
ざ
し
て
い
る
国
々
で
は
ド
イ
ツ
で
も
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
で
も
、

主
婦
の
仕
事
を
社
会
構
成
上
の
一
職
能
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
き
わ
め
て
興
味
あ
る
こ

と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
主
婦
に
職
能
と
し
て
の
社
会
的
評
価
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ

の
よ
う
な
婦
人
に
対
す
る
社
会
的
評
価
そ
の
も
の
か
ら
み
な
選
挙
権
そ
の
他
市
民
と
し
て
の
政
治
力
を
認

め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
現
在
政
府
の
各
種
委
員
会
に
婦
人
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
る
婦
人
委
員
た
ち
が
、
い
か
な
る
扱
い
を

そ
こ
で
受
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
最
近
制
定
さ
れ
た
女
子
の
賃
銀
問
題
に
つ
い
て
み
て

も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。

　
政
治
上
の
権
利
を
も
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
女
が
幸
福
に
な
ら
ず
、
良
人
や
子
供
た
ち
を
幸
福
に
す
る
も

の
で
も
な
い
こ
と
は
自
明
だ
け
れ
ど
、
こ
の
社
会
に
あ
っ
て
幸
福
を
守
り
、
つ
く
り
出
し
て
ゆ
く
条
件
の

可
能
を
増
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
一
定
の
社
会
的
評
価
と
契
約
の
表
現
と
し
て
、
政
治
上
の
力
は
女
に
と
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っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
一
二
年
来
、
国
防
婦
人
会
、
愛
国
婦
人
会
そ
の
他
婦
人
を
家
庭
の
外
へ
外
へ
と
動
員
す
る
傾
向
が
つ
よ

め
ら
れ
て
一
般
家
庭
の
感
情
に
は
、
婦
人
を
家
へ
、
と
取
り
か
え
し
た
い
心
持
が
相
当
湧
い
て
来
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
感
情
は
、
婦
人
の
政
治
的
な
向
上
を
と
も
す
れ
ば
外
出
が
ち
な
形
を
も
た
ら
す
も
の
と
思
い
ち
が

え
さ
せ
、
保
守
に
傾
か
せ
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
政
治
的
な
成
長
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
隣
組
選

出
の
区
議
を
当
選
さ
せ
る
た
め
に
主
婦
た
ち
が
活
躍
す
る
と
い
う
よ
う
な
末
梢
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　
大
き
く
日
本
の
世
界
に
お
け
る
あ
り
よ
う
を
知
っ
て
、
自
分
の
愛
す
る
家
族
た
ち
の
動
き
、
浮
沈
に
つ

い
て
利
害
を
こ
え
た
理
解
同
情
を
も
抱
け
る
婦
人
の
感
情
の
高
ま
り
は
、
単
純
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
か
ら
は
期

待
さ
れ
ま
い
と
思
う
。

　
ど
ん
な
主
婦
も
、
そ
の
前
は
娘
た
ち
で
あ
る
の
だ
し
、
今
日
の
若
い
娘
た
ち
が
や
が
て
主
婦
と
な
る
と

い
う
現
実
か
ら
、
今
日
の
日
本
の
学
校
教
育
が
若
い
婦
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
訓
練
を
与
え
て
い

る
か
を
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
政
治
の
本
来
は
自
ら
自
ら
を
治
め
る
力
と
方
法
と
の
自
覚
の
謂
で
あ
ろ
う
し
、
万
民
翼
賛
の
思
想
に
し

ろ
そ
の
本
質
に
立
つ
も
の
と
思
う
が
、
た
と
え
ば
女
子
の
高
等
程
度
の
学
校
で
、
女
生
徒
た
ち
は
昨
今
何
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か
の
自
主
的
な
活
動
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
学
校
の
寄
宿
舎
生
の
間
に
、
自
分
た
ち
で
組
織
し
て
い
る
物
資
融
通
機
関
の
よ
う
な
も
の
や
、
輪
読
会

の
よ
う
な
も
の
や
、
級
自
治
会
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
た
ち
の
生
活
の
必
要
に
た
っ

て
、
必
要
を
整
理
解
決
し
て
ゆ
く
政
治
の
初
歩
的
な
そ
う
い
う
習
慣
が
女
学
校
生
活
の
何
年
間
か
に
養
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
将
来
に
意
味
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
現
在
で
は
そ
の
間
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
微
妙
な
関
係
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
集
団
の
行

動
を
奨
励
し
て
い
る
他
の
反
面
で
は
、
男
や
女
の
学
生
た
ち
が
自
分
た
ち
で
集
っ
て
何
か
き
め
て
や
る
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
学
校
当
局
は
神
経
を
過
敏
に
動
か
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
政
治
的
成
長
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
そ
の
よ
う
な
撞
着
的
事
象
の
本
体
を
洞
察
し
て
、
そ
の

間
か
ら
何
か
積
極
的
な
合
理
的
な
人
間
生
活
建
設
の
可
能
を
と
ら
え
て
ゆ
く
動
的
な
生
活
的
叡
智
、
行
動

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
、
婦
人
の
真
の
政
治
的
な
成
熟
の
た

め
に
、
い
た
ず
ら
に
画
一
的
な
、
便
宜
主
義
の
、
判
断
の
な
い
、
投
票
の
数
を
か
き
集
め
式
な
目
的
を
も

つ
婦
人
の
政
治
的
参
加
に
対
し
て
は
、
婦
人
自
ら
追
随
を
拒
む
必
要
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
婦
人
は
あ
く

ま
で
自
分
た
ち
の
日
常
の
生
活
を
み
き
わ
め
て
、
そ
こ
か
ら
の
智
慧
と
判
断
で
鋭
く
判
断
し
て
、
成
長
し

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
一
年
一
月
〕

18女性の歴史の七十四年



19



20女性の歴史の七十四年



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
十
四
巻
」
新
日
本
出
版
社

　
　
　1979
（
昭
和54

）
年7

月20

日
初
版
発
行

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年3

月20

日
第5

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
宮
本
百
合
子
全
集
　
第
九
巻
」
河
出
書
房

　
　
　1952

（
昭
和27
）
年8
月
発
行

初
出
：
「
教
育
」

　
　
　1941

（
昭
和16

）
年1

月
号

入
力
：
柴
田
卓
治

校
正
：
米
田
進

2003

年5

月26

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

21



女性の歴史の七十四年
宮本百合子

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


