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１　
は
じ
め
に　
問
題
意
識
と
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法

キ
ュ
リ
ー
夫
人
（
マ
リ
ー
・
キ
ュ
リ
ー
、1968

－1934

年
）
は
、
一
九
〇

〇
年
『
東
京
物
理
学
校
雑
誌
』
に
「
新
元
素
を
発
見
せ
し
キ
ュ
リ
ー
（curie

）

夫
妻（
1
）」
と
し
て
、
海
外
の
科
学
新
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
か

ら
、
日
本
の
科
学
界
の
進
歩
に
大
き
く
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
。

キ
ュ
リ
ー
夫
人
は
「
伝
記
」
を
始
め
、「
映
画
」「
小
説
」
な
ど
様
々
な
メ

デ
ィ
ア
に
書
き
込
ま
れ
、
流
通
し
た
（
本
稿
に
お
い
て
、
言
説
上
の
キ
ュ
リ
ー

夫
人
を
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
と
呼
び
た
い
）。
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
与
え
る
影
響
は
一

九
〇
〇
年
か
ら
現
在
に
ま
で
、
そ
れ
も
科
学
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
り
わ
け

女
子
教
育
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
キ
ュ
リ
ー
夫
人
は
女

子
教
育
に
お
い
て
常
に
模
範
的
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
る
と
き
に
は

女
子
の
教
育
の
自
由
を
制
限
す
る
足
か
せ
と
も
な
り
、
あ
る
と
き
に
は
女
子

の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
る
存
在
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
年
）
か
ら
一
九
一
一
年
（
明
治
四

十
四
年
）
の
明
治
後
期
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、「
家
庭
修
養
書
」
に
お
け
る

キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。

筆
者
は
前
稿（
2
）に
お
い
て
、
明
治
か
ら
大
正
の
長
い
ス
パ
ン
を
俯
瞰
し
、〈
キ
ュ

リ
ー
〉
が
表
象
と
し
て
機
能
す
る
場
を
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
本
稿
は
明
治
後
期
を
取
り
上
げ
、
前
稿
で
は

取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
背
景
に
も
目
を
向
け
、女
子
教
育
の
転
換
期
で
あ
っ

た
一
九
二
〇
年
代
の
「
前
史
」
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

男
性
優
位
の
科
学
分
野
で
功
績
を
残
し
た
キ
ュ
リ
ー
夫
人
は
、
女
子
の
教
育

が
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

明
治
後
期
、
キ
ュ
リ
ー
夫
人
は
主
と
し
て
「
家
庭
修
養
書
」
の
「
伝
記
文
」

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
流
通
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
、「
家
庭
修
養
書
」
な
の
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
伝
記
文
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
背
景
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
と
そ
の
外
側
の
「
教
育
」
と
の
相
互
関
係
に
光
を

岸　
　

あ
ゆ
り

〈
論
文
〉

明
治
後
期
、
家
庭
修
養
書
の
中
の
〈
キ
ュ
リ
ー
夫
人
〉

―
社
会
問
題
が
生
ん
だ
挿
絵
の
求
心
力
―
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当
て
る
こ
と
を
試
み
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
の
時
代
背

景
や
思
想
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
織
り
込
ま
れ
た
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
の
糸
を

と
き
ほ
ぐ
し
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
ま
た
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
意
図
で
、

そ
の
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
込
ま
れ
た
の
か
検
討
し
た
い
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
女
子
教
育
に
関

す
る
先
行
研
究
（
3
）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

女
子
教
育
は
、
社
会
学
や
教
育
史
の
中
で
研
究
さ
れ
て
き
た
。
社
会
学
や
教

育
史
の
手
法
に
お
け
る
数
量
的
・
統
計
的
な
研
究
に
は
、
国
語
教
育
研
究
は

及
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
織
り
込
ま
れ
て
い
る
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
を

定
点
観
察
し
て
い
く
テ
キ
ス
ト
分
析
と
い
う
方
法
は
、
国
語
教
育
研
究
し
か

で
き
な
い
有
効
な
手
段
で
あ
ろ
う
。

　

次
章
で
は
、
ま
ず
、
明
治
国
家
が
ど
の
よ
う
な
女
子
教
育
を
目
指
し
て
い

た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
そ
し
て
明
治
後
期
に
流
通
し
た
「
伝
記
文
」
に
書

き
込
ま
れ
た
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
を
分
析
し
た
い
。

２　
「
内
助
」
と
い
う
新
し
い
道
徳

　

ま
ず
は
、
明
治
後
期
が
女
子
教
育
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
期
に
あ
た
る

の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
（
4
）。
明
治
国
家
は
、
西
洋
の
思
想
を
吸
収
し
た
森
有

礼
や
中
村
正
直
な
ど
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
を
中
核
に
据
え
、
教
育
政
策
を
お

こ
な
っ
た
。
森
有
礼
は
産
業
革
命
後
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
を
理
想
と
し
、

そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
女
子
教
育
論
を
取
り
入
れ
た
。
啓
蒙
思
想
家
た
ち

は
徹
底
し
た
男
女
分
職
を
と
り
入
れ
、「
女
は
男
よ
り
も
低
い
も
の
で
は
な
い

が
、
男
が
外
、
女
が
内
（
家
）
を
つ
か
さ
ど
る
」
と
主
張
し
た
。
明
治
国
家
は
、

江
戸
時
代
以
来
の
儒
教
の
教
え
の
下
で
隷
属
的
立
場
に
あ
っ
た
女
に
、
未
来

の
国
民
を
育
て
る
妻
・
母
と
し
て
の
期
待
を
か
け
、
国
民
の
一
部
に
統
合
し

た
の
で
あ
る
。

　

妻
・
母
と
な
る
た
め
に
ま
ず
必
要
だ
っ
た
の
が
、
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
提
唱
さ
れ
た
の
が
、
良
妻
賢
母
教
育
で
あ
る
。
明
治
後
期
は
、
そ
の
よ
う

な
国
家
の
働
き
か
け
の
下
で
、
男
子
の
就
学
率
に
及
ば
な
か
っ
た
女
子
の
小

学
校
就
学
率
が
飛
躍
的
に
伸
び
た
時
期
で
あ
る
（
5
）。
女
子
の
中
等
教
育
へ
の
要

望
も
高
ま
り
、
女
子
の
中
等
教
育
機
関
に
あ
た
る
高
等
女
学
校
の
設
立
を
命

じ
る
高
等
女
学
校
令
が
公
布
（
一
八
九
九
年
）
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
も
ミ
ッ

シ
ョ
ン
系
ス
ク
ー
ル
で
女
子
の
中
等
教
育
は
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
少
数
に
向
け
て
の
教
育
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
明

治
後
期
は
、
高
等
女
学
校
の
数
が
二
〇
〇
校
を
超
え
、
生
徒
数
は
五
万
を
超

え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
（
6
）。
そ
れ
で
も
ま
だ
女
子
全
体
の
少
数
に
過
ぎ
な

い
が
、
女
子
の
高
等
教
育
の
始
動
期
と
言
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
は
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
年
）
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
年
）
と

い
う
国
家
間
の
大
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
。
戦
争
の
勝
因
と
し
て
、
日
本
に

お
け
る
女
子
教
育
普
及
が
称
揚
さ
れ
た
（
7
）
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ま
す
ま
す
女
子
教
育
は
国
家
富
強
の
た
め
に
疎
か
に
で
き
な
い
も
の
と
見
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
家
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
肝
心
の
女
子
教
育
サ
イ
ド
が

女
子
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
か
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
高
等
女
学
校
の
修
身
教
科
書
を
使
い
た
い
。

　
「
女
子
専
用
の
修
身
書
を
」
と
い
う
現
場
の
強
い
要
望
が
あ
り
、
文
部
省
か

ら
『
高
等
女
学
校
用
修
身
教
科
書
』
が
一
九
〇
一
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

こ
れ
は
一
九
〇
一
年
、
一
九
〇
四
年
、
一
九
〇
七
年
と
い
う
よ
う
に
改
版
を
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重
ね
た
の
だ
が
、
高
等
女
学
校
教
授
細
目
が
公
布
さ
れ
た
一
九
〇
三
年
を
境

に
「
大
い
に
修
正
せ
し
め
」
た
（『
官
報
』
一
九
〇
四
年
四
月
二
日
発
行
）
の

で
あ
る
。
こ
の
「
修
正
」
が
、
日
清
戦
争
に
よ
っ
て
女
子
教
育
が
体
系
立
て

ら
れ
た
結
果
と
仮
定
し
、
こ
こ
で
は
一
九
〇
四
年
発
行
の 

『
高
等
女
学
校
用

修
身
教
科
書
』
第
三
巻（
9
）を
用
い
る
。
そ
こ
に
は
女
子
へ
の
期
待
は
ど
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

『
高
等
女
学
校
用
修
身
教
科
書
』
に
は
、「
家
族
に
対
す
る
務
」
の
一
つ
と

し
て
「
夫
を
助
く
べ
き
こ
と
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。

「
夫
を
助
く
べ
き
こ
と
」

　
　

 

夫
は
多
く
外
に
出
で
て
一
家
を
支
ふ
る
計
画
を
な
す
も
の
に
し
て
、
妻

は
内
に
あ
り
て
こ
れ
を
助
け
、
一
家
の
細
事
を
掌
り
て
、
家
政
を
整
ふ

べ
き
任
務
あ
り
。
欧
米
諸
国
の
有
様
を
見
る
に
、
妻
に
し
て
夫
を
補
助

し
て
そ
の
事
業
を
な
さ
し
む
る
も
の
多
し
。
然
る
に
我
国
に
あ
り
て
は
、

妻
は
唯
家
事
を
掌
れ
ば
事
足
れ
り
と
て
専
ら
夫
の
業
務
に
容
喙
せ
し
め

ざ
る
風
あ
り
て
、
貞
操
従
順
の
美
徳
を
備
ふ
る
も
の
多
け
れ
ど
も
、
よ

く
夫
を
補
助
す
る
功
績
あ
る
も
の
少
し
。（
中
略
）
さ
れ
ば
平
素
そ
の
任

と
す
る
所
を
守
り
、
こ
れ
を
尽
す
と
共
に
、
又
間
接
に
夫
の
業
務
を
助

く
る
所
さ
か
る
べ
か
ら
ず
。（
傍
線
は
岸
）

　

こ
れ
が
訴
え
る
と
こ
ろ
は
、
家
庭
内
役
割
だ
け
で
は
な
く
、「
欧
米
諸
国
」

の
よ
う
に
、
夫
の
事
業
（
仕
事
）
を
補
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
家
事
な
ど
家

庭
内
役
割
に
の
み
徹
す
る
旧
来
の
女
の
役
割
と
は
、
一
線
が
引
か
れ
て
い
る

意
味
で
は
新
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
女
が
仕
事
を
も

つ
な
ど
し
て
「
直
接
」
社
会
へ
働
き
か
け
る
こ
と
を
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
夫
の
事
業
の
補
助
を
す
る
こ
と
で
「
間
接
」
的
に

社
会
へ
の
貢
献
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
内
」

を
「
助
」
け
る
と
い
う
「
内
助
」
の
意
味
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
修
身
書
の
定
義
す
る
「
内
助
」
は
、
広
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
高
等
女
学
校
で
女
が
学
問
を
す
る
な
ど
し
て
、「
内
助
」
の
範
疇
を
逸

脱
し
て
い
く
危
険
性
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
発
言
は
、
女

子
教
育
を
家
庭
内
役
割
に
「
と
ど
ま
ら
せ
る
」
も
の
と
し
て
、
注
目
で
き
る
。

　
　
　

 

私
の
考
で
は
女
子
教
育
の
目
的
は
女
子
の
学
者
を
作
る
の
で
は
無
い
と

い
う
考
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
云
う
目
的
を
以
て
女
子
教
育

を
為
す
べ
き
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
之
は
有
力
な
る
妻
を
作
る
に
あ
る
と

思
ひ
ま
す
。
を
以
て
為
さ
れ
た
る
女
子
教
育
に
由
る
こ
と
と
信
じ
て
居

り
ま
す
。（
井
上
哲
治
郎
「
女
子
教
育
談
」『
巽
軒
講
話
集
初
編
』
博
文
館
、

一
九
〇
二
年
）

　
　
　

 

夫
人
は
何
故
に
学
問
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か
、
女
子
は
何
の
為
に
学
問

す
る
の
で
せ
う
か
、
女
子
が
学
問
す
る
の
は
学
者
と
な
る
為
で
せ
う
か
、

物
識
り
と
な
る
為
で
せ
う
か
、
又
は
教
師
と
な
る
為
で
せ
う
か
、
い
や
、

い
や
、決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
松
原
岩
五
郎
『
女
学
生
の
栞
』

博
文
館
、
一
九
〇
三
年
）

　
「
内
助
」
と
「
学
問
」
と
の
葛
藤
の
中
で
、
中
等
教
育
を
受
け
始
め
た
女
子

を
家
庭
内
役
割
に
制
限
し
よ
う
と
い
う
思
惑
が
見
ら
れ
る
。
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で
は
、
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
出
現
を
追
っ
て
み
よ
う
。
キ
ュ

リ
ー
夫
妻
が
新
元
素
を
発
見
し
た
ニ
ュ
ー
ス
が
も
た
ら
さ
れ
た
一
九
〇
〇
年

以
降
、
キ
ュ
リ
ー
夫
人
に
関
す
る
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
九

〇
六
年
に
荷
車
に
轢
か
れ
た
夫
ピ
エ
ー
ル
・
キ
ュ
リ
ー
の
訃
報
が
も
た
ら
さ

れ
、「
化
学
者
た
る
夫
人
の
知
識
技
能
を
併
用
し
た
れ
ば
な
り）
10
（

」、「
博
士
の
ら

ぢ
う
む
発
見
は
夫
人
の
熱
心
な
る
援
助
に
負
う
所
多
し）
11
（

」
と
語
ら
れ
、ピ
エ
ー

ル
の
功
績
を
支
え
て
い
た
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
姿
が
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
新
聞
は
、以
上
の
よ
う
な
夫
を
支
え
る
妻
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
の
イ
メ
ー

ジ
を
捉
え
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

 

ラ
ヂ
ウ
ム
と
云
ふ
元
素
は
諸
君
は
既
に
そ
の
名
を
聞
い
て
お
ら
る
る
だ

ら
う
、
仏
蘭
西
の
キ
ュ
リ
ー
と
い
ふ
先
生
が
、
御
夫
婦
で
そ
の
研
究
室

で
発
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
キ
ュ
リ
ー
先
生
は
昨
年
巴
里
の
街
で
馬

車
で
過
っ
て
轢
死
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
夫
人
は
助
手
を
使
っ
て
今

で
も
大
い
に
実
験
を
重
ね
ら
れ
て
お
ら
る
る
そ
う
で
す
。
こ
う
云
う
の

は
實
に
内
助
の
婦
人
の
亀
鑑
と
申
し
て
も
よ
い
だ
ら
う
と
考
へ
ま
す
。

オ
ッ
ト
こ
れ
は
横
道
。（
傍
線
は
岸
、
一
九
〇
七
年
二
月
一
五
日
『
読
売

新
聞
』
記
事 

）

　

ピ
エ
ー
ル
の
功
績
を
支
え
、
こ
れ
か
ら
も
故
人
の
意
思
を
継
承
し
続
け
る

た
め
に
研
究
に
励
む
キ
ュ
リ
ー
を
「
内
助
の
婦
人
の
亀
鑑
」
と
し
て
捉
え
た

の
だ
。
こ
こ
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
目
は
、「
内
助
」
と
い

う
言
葉
が
大
衆
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
。
二
つ
目
は
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
上
で

は
、「
内
助
」
は
す
で
に
家
庭
内
役
割
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
や
や
保
守
的
な
女
子
教
育
家
は
女
子
の
学
問
を

家
庭
内
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
が
生
じ
る
の
も
、
こ
の

「
内
助
」
と
「
学
問
」
と
い
う
葛
藤
こ
そ
、
明
治
後
期
の
女
子
教
育
が
抱
え
て

い
た
「
矛
盾
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は

ま
さ
に
こ
の
葛
藤
を
一
身
に
受
け
て
、
表
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３　
「
家
庭
修
養
書
」
の
中
の
キ
ュ
リ
ー
夫
人

　

こ
の
章
で
は
、
学
校
教
育
の
外
側
に
視
点
を
移
し
、
明
治
後
期
に
お
い
て
、

キ
ュ
リ
ー
が
「
家
庭
修
養
書
」
の
「
伝
記
文
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
明
治
後
期
に
お
い
て
、
キ
ュ
リ
ー
の
姿
は
多
く
「
伝
記
文
」
と
し

て
家
庭
修
養
の
場
で
流
通
し
て
い
く
（
表
１
参
照
）。

①  西洞たみの訳編『偉人に及ぼせる夫人の感化』
1908年、内外出版協会（「科学者キュリーの
夫人」）

　（ 「the Romance of Womans Influence」by 
A.Corkram.London.1906を翻訳・編集したも
の。）

②  松浦政泰編訳『近世名婦伝』1909年、大日本
文明協会（「賢妻キューリー―化学界の大
黒柱」）

③  高須芳次郎（梅渓）『東西名婦の面影』家庭
百科全書第32編、1911年、博文館 （「良人を助
けて科学上の新発見を為す（学才兼備の夫人
スタロドウスカ）」） 

④  松浦政泰編『婦人美譚：下巻』 1911年、精美
堂（「夫妻共同の研究」）

⑤  前田雪子『偉人の妻』家庭百科全書第37編、
1912年、博文館（「仏国物理学者　ピエール
キュリーの妻（マリア・スクロドヴスカ）」）

表１　キュリー夫人が描かれた伝記文
（1900 年から 1911 年）
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い
く
つ
か
あ
る
伝
記
文
の
中
で
も
、
本
章
で
は
初
期
に
書
か
れ
た
表
１

－

①
の
『
偉
人
に
及
ぼ
せ
る
夫
人
の
感
化
』（
西
洞
た
み
の
）
を
検
討
し
た
い
。

　

翻
訳
者
の
西
洞
た
み
の
は
日
本
女
子
大
学
校
国
文
科
を
卒
業
し
、
そ
の
後
、

日
本
女
子
大
學
校
附
屬
高
等
女
学
校
教
諭
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
同
書
「
は

し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
一
九
〇
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ

た
ア
リ
ス
・
コ
ー
ク
ラ
ン
「The Rom

ance of W
om
ans Influence

」
を
編

訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、「
多
く
他
の
た
め
に
身
を
献
げ
て
奉
仕
し
た

る
婦
人
の
事
歴
生
涯
」
を
紹
介
し
、
婦
人
の
功
績
は
社
会
に
出
て
い
る
男
子

と
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
す
る
場
所
に
違
い
は
あ
れ
ど

も
、
女
は
男
と
同
等
の
価
値
と
功
績
が
あ
る
と
、
男
女
分
業
・
男
女
平
等
を

説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い

る
。「
婦
人
は
必
ず
し
も
社
会
の
表
に
立
つ
て
自
ら
事
を
な
さ
む
と
求
む
る
に

は
及
ば
じ
」。
一
般
的
に
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
男
女
同
権
は
、
男
女
関
係
な

く
社
会
の
表
に
立
つ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
が
、
当
時
の
男
女
同
権
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
守
備
範
囲
で
活
躍
す
る
が
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
平
等
と
い

う
考
え
方
で
あ
っ
た
の
だ
。
西
洞
の
文
に
も
こ
の
思
想
が
表
れ
て
い
る
。

　

西
洞
の
描
い
た
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
描
か
れ
た
の
は
、
家
庭
内
役
割
を
果
た
し
、
夫
の
事
業

を
補
佐
す
る
「
内
助
」
の
賢
妻
キ
ュ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
、「
昔
か
ら
学

問
で
父
や
教
師
の
助
け
を
す
る
の
が
使
命
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、

幼
少
期
に
起
源
を
求
め
ら
れ
、「
学
問
」
と
「
内
助
」
の
葛
藤
は
解
消
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
「
内
助
」
す
る
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
の
い
わ
ば
象
徴
と
も
な
っ
た

も
の
が
「
前
垂
」（
エ
プ
ロ
ン
）
で
あ
っ
た
。

　
　

 

夫
人
の
稚
き
や
、
長
き
前
垂
を
掛
け
、
箒
を
手
に
し
て
父
の
実
験
室
に

入
り
、
或
は
書
物
の
塵
を
払
い
、
あ
る
は
器
械
の
整
頓
を
な
す
等
、
何

呉
れ
と
な
く
父
の
手
助
け
を
す
る
を
常
と
せ
り
。
彼
女
は
父
の
実
験
を

見
ま
も
り
、
其
の
仕
事
が
い
か
に
忍
耐
を
要
す
る
も
の
な
る
か
を
知
る

と
同
時
に
、
瑣
細
と
思
は
る
る
研
究
の
い
と
も
大
き
な
る
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
に
、
興
を
お
ぼ
え
ざ
る
を
得
ざ
り
き
。
か
く
て
、
彼
女
の
注

意
深
き
性
質
と
精
密
な
る
頭
脳
と
は
、
養
ひ
育
ら
れ
つ
つ
、
其
の
科
学

的
趣
味
は
年
と
共
に
発
達
し
来
れ
り
。（
中
略
）
学
校
に
於
て
は
、
学
生

た
る
と
同
時
に
教
師
の
助
手
た
り
き
。

　
　
（
西
洞
た
み
の
訳
編
『
偉
人
に
及
ぼ
せ
る
夫
人
の
感
化
』）

　

幼
い
時
は
父
の
手
助
け
、
生
徒
と
し
て
は
教
師
の
助
手
を
し
、
結
婚
す
れ

ば
夫
の
内
助
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
キ
ュ
リ
ー
を
〈
主
〉
に
対
し
て
〈
従
〉、

〈
光
〉
に
対
し
て
〈
影
〉
の
存
在
と
し
て
、
幼
少
時
か
ら
位
置
付
け
て
い
る
。

女
子
が
達
す
る
べ
き
「
内
助
」
す
る
女
性
と
い
う
「
成
功
」
の
地
点
か
ら
、

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
幼
い
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
が
身
に
付
け
て
い
る
「
長

い
前
垂
（
エ
プ
ロ
ン
）」
は
、
伝
記
文
の
読
者
に
、〈
キ
ュ
リ
ー
〉
の
働
き
を
、

家
庭
内
に
つ
な
ぎ
と
め
る
効
果
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
前
垂
」
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
、
後

続
の
伝
記
文
で
あ
る
松
浦
政
泰
編
訳
『
近
世
名
婦
伝
』（
表
１

－

②
）
に
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
前
垂
」
姿
の
キ
ュ
リ
ー
が
「
父
の

片
腕
」「
教
授
の
助
手
」
と
し
て
甲
斐
甲
斐
し
く
働
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高

須
梅
渓
『
東
西
名
婦
の
面
影
』（
表
１－

③
）
に
は
「
前
垂
」
の
文
字
は
な
く

と
も
、
そ
の
挿
絵
に
は
、
夫
ピ
エ
ー
ル
・
キ
ュ
リ
ー
の
傍
ら
で
実
験
に
従
事
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す
る
キ
ュ
リ
ー
は
、ち
ゃ
ん
と
「
前
垂
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
図

版
２
参
照
）。

女
子
教
育
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
内
助
」
と
「
学
問
」
の
「
矛

盾
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
家
庭
修
養
書
」
の
中
で
解
消
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

「
前
垂
」
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
と
い
う
「
記
号
」
は
、
女
の
学
問
を
外
に
逃
が

さ
な
い
役
割
を
持
っ
て
い
た
し
、
研
究
（
学
問
）
を
し
な
が
ら
で
も
内
を
助

け
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

４　
女
学
生
堕
落
問
題
と
「
家
庭
修
養
書
」

　

前
章
で
は
、
明
治
後
期
の
家
庭
修
養
書
の
中
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
を
分
析
し
、

「
内
」
に
と
ど
ま
る
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
を
視
覚
化
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
学
校
の
修
身
書
で
提
唱
さ
れ
て
き

た
「
内
助
」
が
、
や
や
家
庭
的
な
姿
が
強
調
さ
れ
た
形
で
、
家
庭
修
養
書
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
と
り
た
て
て
「
問
題
」

と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ

で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
家
庭
的
な
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
が
、

な
ぜ
、
他
な
ら
ぬ
「
家
庭
修
養
書
」
の
中
で
求
心
力
を
も
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
磁
場
に
働
く
力
学
を
問
題
に
し
た
い
の
だ
。

　
「
家
庭
修
養
書
」
は
ど
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
言
葉
が
、
表
１－

④
松
浦
政
泰
編
『
婦
人
美

譚 

下
巻
』
に
あ
る
。
こ
の
本
は
古
今
東
西
の
婦
人
の
伝
記
文
を
収
録
し
た
が
、

そ
の
巻
末
に
編
者
で
あ
る
松
浦
政
泰
の
「
跋
」
と
し
て
「
今
日
は
事
実
の
時

代
で
あ
る
。
統
計
の
時
代
で
あ
る
。
空
論
は
人
を
動
さ
ず
。
理
屈
は
世
を
尽

せ
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
た
五
四
二
人
の
伝
記
文
の
「
事
実
」

の
「
統
計
」
の
重
み
を
強
調
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ

図版２　前垂（エプロン）を掛けたキュリー夫人

国立国会図書館デジタルコレクション（国立国会
図書館デジタルコレクション（ndl.go.jp））より

「
前
垂
」
が
家
事
を
す
る
時
に
だ
け
で
な
く
、
夫
の
実
験
の
助
手
を
す
る
時

に
も
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、「
家
庭
修
養
書
」
に
お
い
て
、「
前
垂
」
姿
の

〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
、
す
で
に
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
「
記
号
」
化
し
、
家
庭
の

象
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

つ
ま
り
、「
前
垂
」
と
い
う
「
記
号
」
は
、
キ
ュ
リ
ー
の
働
き
を
家
庭
内
に

制
限
す
る
、
あ
る
意
味
、
読
者
を
抑
止
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
前
垂
」
は
読
者
に
、
生
き
生
き
と
甲

斐
甲
斐
し
く
家
政
を
つ
か
さ
ど
り
、夫
の
手
助
け
を
す
る
「
家
庭
」
の
〈
キ
ュ

リ
ー
〉
の
想
像
を
か
き
立
て
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
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こ
で
、「
空
論
」「
理
屈
」
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
同
書
に
は
女
子
教
育

家
の
三
輪
田
真
佐
子
に
よ
る
「
序
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
空
論
」

と
対
置
さ
せ
て
、「
伝
記
文
」
と
い
う
真
実
の
記
述
を
称
揚
す
る
意
図
が
見
え

る
。

　
　

 

千
百
万
言
の
空
論
、
時
に
益
な
き
あ
ら
ざ
れ
ど
も
真
に
世
道
人
心
を
導

く
に
足
る
も
の
は
、
実
践
躬
行
の
活
文
字
な
ら
ん
か
し
。
現
代
、
女
子

の
為
め
に
著
述
せ
ら
る
る
も
の
、
日
に
月
に
多
き
を
加
ふ
る
は
、
全
く

文
化
の
賜
に
し
て
、
こ
よ
な
き
幸
に
こ
そ
。
さ
は
あ
れ
で
も
、
空
論
と

同
せ
ん
も
不
可
な
き
も
の
も
、
決
し
て
少
し
と
せ
ず
。
況
ん
や
世
道
人

心
の
為
め
如
何
は
し
き
も
の
も
あ
る
め
り
。実
に
口
惜
し
き
限
り
に
な
ん
。

　
　

 （
傍
線
は
岸 

松
浦
政
泰
編
『
婦
人
美
譚 
下
巻
』
の
三
輪
田
真
佐
子
に
よ

る
「
序
」）

　
「
現
代
、
女
子
の
為
め
に
著
述
せ
ら
る
る
も
の
」
を
「
空
論
」
と
し
、
対
立

項
と
し
て
「
実
践
躬
行
の
活
文
字
」、
つ
ま
り
「
伝
記
文
」
を
称
揚
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
当
時
読
者
で
あ
っ
た
女
学
生）
12
（

に
向
け
ら
れ
た
「
空

論
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

　

一
九
〇
七
年
、
女
子
教
育
家
の
嘉
悦
孝
子
が
当
時
の
女
学
生
の
風
儀
と
読

書
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る）

13
（

。
嘉
悦
は
「
近
頃
女
学
生
の
風
儀
が
一
般

に
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
事
実
」
が
あ
る
と
し
て
、
当
時
社
会
問
題
と
し
て
語
ら
れ

て
い
た
「
女
学
生
堕
落
」
の
原
因
を
、「
其
誘
惑
物
は
何
か
、
小
説
で
す
。
神

聖
な
る
文
芸
界
よ
り
駆
逐
す
べ
き
、
下
劣
な
る
小
説
で
あ
り
ま
す
」
と
断
じ

て
い
る
。

　
　

 

私
は
某
高
等
四
年
級
四
十
五
人
に
対
し
て
、
教
科
書
以
外
何
を
愛
読
せ

る
か
と
問
へ
る
に
、「
女
学
世
界
」「
女
子
文
壇
」「
少
女
界
」
等
、
雑
誌

を
愛
読
せ
る
も
の
七
人
、「
兵
営
気
焔
」、「
旅
の
し
る
べ
」
等
の
愚
劣
な

る
も
の
を
愛
誦
せ
る
も
の
五
人
、「
女
夫
波
」「
不
如
帰
」「
父
兄
弟
」
等

の
小
説
を
愛
読
せ
る
も
の
實
に
十
九
人
の
多
き
に
至
り
、「
婦
女
鑑
」「
報

徳
記
」
等
の
修
養
に
資
す
る
も
の
僅
か
に
三
人
に
過
ぎ
ず
、
愛
読
書
な

し
と
云
う
も
の
十
一
人
、
彼
等
の
年
齢
は
十
六
乃
至
十
八
歳
の
も
の
、

…
そ
ぞ
ろ
に
寒
心
に
堪
へ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」（
嘉
悦
孝
子
・
津
川
梅

村
『
主
婦
の
修
養
』
平
民
書
房
、
一
九
〇
七
年
）

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
、「
不
健
全
な
る
妄
想
、
煩
悶
よ
り
小
説
に
行
き
つ
つ
あ

る
彼
ら
の
前
途
」
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、「
女
学
生
堕
落
」
は

明
治
後
期
に
お
い
て
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
「
堕
落
」
の
原
因
と

し
て
目
さ
れ
た
の
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
「
恋
愛
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
後
期
の
女
学
生
へ
の
「
堕
落
」
と
い
う
汚
名
の
経
緯
に
つ
い
て
は
佐

伯
順
子
『『
色
』
と
『
愛
』
の
比
較
文
化
史）
14
（

』
に
詳
し
い
。
佐
伯
は
、
明
治
三

十
年
代
を
女
学
生
数
が
「
世
間
の
注
目
の
的
に
な
る
程
度
に
数
が
増
え
な
が

ら
も
、
少
数
の
エ
リ
ー
ト
性
を
失
わ
な
い
で
い
る
」
時
代
と
指
摘
し
、
高
等

教
育
を
受
け
る
女
学
生
は
明
治
知
識
人
の
提
唱
し
た
「
愛
」
の
実
践
者
と
し

て
の
期
待
を
受
け
た
反
面
、
そ
れ
を
破
っ
た
と
き
の
汚
名
を
な
ぜ
か
一
方
的

に
か
ぶ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
世
間
の
余
波
を
受
け
た
の
か
、
女
子
教
育
家
の
厳
し
い
ま
な
ざ
し
を
、

嘉
悦
孝
子
の
口
調
か
ら
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
嘉
悦
の
挙
げ
た
「
女
学
世
界
」
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「
女
子
文
壇
」「
少
女
界
」
と
い
う
雑
誌
は
、
女
学
生
の
読
み
物
で
あ
っ
た
が
、

修
身
的
な
徳
目
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
女
子
の
不
幸
な
人
生
を
暗
示
さ
せ

る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
「
女
子
文
壇
」
は
「
我
国
従
来
の
女

子
教
育
方
針
た
る
良
妻
賢
母
主
義
に
背
反
す
る
傾
向
あ
る）
15
（

」
と
し
て
、
発
禁

処
分
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
魔
風
恋
風
」（
小
栗
風
葉
）
は
女
学
生
の
恋
愛
を
描
い
た
し）
16
（

、「
不

如
帰
」
は
社
会
の
暗
黒
面
を
描
い
た
社
会
小
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
嘉

悦
の
挙
げ
た
作
品
や
雑
誌
は
、
女
子
教
育
が
目
指
し
た
良
妻
賢
母
教
育
と
は

相
い
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
女
学
生
堕
落
問
題
」
と
題
し
て
新
聞
は
女
学
生
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
記

事
を
書
き
立
て
、
そ
の
模
様
は
総
合
雑
誌
に
も
い
さ
さ
か
度
が
過
ぎ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た）
17
（

。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
下
で
、
急
速
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が

「
事
実
」
と
し
て
の
伝
記
の
力
だ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
『
婦
人
美

譚
』
に
戻
る
と
、
排
撃
さ
れ
て
い
た
「
空
論
」
と
は
、「
小
説
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
は
っ
き
り
す
る
。

　

も
う
少
し
女
学
生
言
説
を
探
っ
て
み
た
い
。
正
岡
芸
陽
『
理
想
の
女
学
生
』

が
「
女
学
生
堕
落
」
問
題
に
つ
い
て
、「
将
来
の
日
本
国
民
の
良
妻
た
り
賢
母

と
な
っ
て
、
第
二
の
国
民
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
の
大
責
任
の
あ
る
女

学
生
が
…
万
が
一
に
も
さ
る
忌
ま
わ
し
き
こ
と
が
、
あ
っ
て
は
大
変
で
あ
る
。

云
う
ま
で
な
く
其
の
よ
う
な
も
の
は
、
将
来
の
妻
た
り
、
母
た
る
の
資
格
を

失
っ
た
も
の
で
あ
る）
18
（

」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
挙
げ
た
新
聞
雑
誌
の

影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　
　

 （
女
学
生
は
）
一
つ
恋
愛
小
説
を
読
め
ば
、
直
に
そ
の
主
人
公
に
な
り
た

が
り
、
演
劇
を
見
れ
ば
、
そ
の
女
主
人
公
に
な
っ
て
み
よ
う
な
ど
飛
ん

だ
謀
反
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
れ
は
学
校
で
聞
く
修
身

よ
り
も
大
い
な
る
感
化
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

学
校
の
修
身
よ
り
も
小
説
の
「
淫
靡
な
る
小
説
の
青
年
男
女
を
感
化
す
る

力
」（
正
岡
芸
陽
）
の
強
い
こ
と
を
憂
慮
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
学
校
教

育
へ
の
期
待
値
は
、
社
会
問
題
の
影
響
に
よ
っ
て
高
下
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
失
墜
し
た
学
校
教
育
の
陥
穽
を
埋
め
る
も
の
が
、

家
庭
教
育
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
先
の
嘉
悦
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
「
女
学
世
界
」
に

は
そ
の
誌
面
上
に
、『
家
庭
百
科
全
書
』（
三
十
七
巻
に
表
１－

⑤
の
『
偉
人

の
妻
』
が
所
収
さ
れ
て
い
る
）
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
広
告
に

は
「
学
校
に
在
る
の
日
に
は
概
ね
理
想
の
学
修
に
止
ま
る
が
故
に
実
際
の
応

用
に
臨
み
、
或
い
は
学
ぶ
所
高
尚
に
過
ぎ
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
未
だ
不
十
分

の
憾
み
あ
る
所
以
な
り
。」「
こ
こ
に
於
い
て
本
書
は
、
最
良
な
る
家
庭
教
師

た
る
目
的
を
も
っ
て
編
述
発
行
し
、
敢
え
て
婦
人
教
育
の
欠
点
を
補
わ
ん
と

欲
す
る
な
り
」
と
、
学
校
教
育
と
家
庭
修
養
の
補
完
関
係
を
強
調
す
る
点
が

見
受
け
ら
れ
る
。「
女
学
生
堕
落
問
題
」
に
直
面
し
た
学
校
教
育
の
失
墜
を
利

用
し
て
、
家
庭
修
養
書
が
力
を
伸
ば
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

単
な
る
広
告
戦
略
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
広
告
と
し
て
一

定
の
影
響
力
を
も
つ
ほ
ど
に
、
大
衆
が
納
得
し
う
る
論
理
を
も
っ
て
い
た
と

い
え
る
。「
女
学
生
堕
落
」
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
見
な
さ
れ
た
「
女
子
世
界
」

か
ら
、
学
校
修
身
の
失
墜
を
経
由
し
て
、「
家
庭
百
科
全
書
」
へ
向
か
う
―
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こ
の
奇
妙
な
共
犯
関
係
に
あ
る
読
書
の
中
で
、「
内
助
」
と
い
う
徳
目
は
求
心

性
を
高
め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。〈
キ
ュ
リ
ー
〉
が
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
家
庭
修
養

書
で
享
受
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
以
上
の
説
明
で
も
っ
て

答
え
た
と
し
た
い
。
享
受
の
背
景
に
は
、「
女
学
生
堕
落
問
題
」
と
い
う
社
会

問
題
が
は
か
ら
ず
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
「
事
実
」
の
重
み
と
い
う
力
学

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
家
庭
修
養
書
の
「
前
垂
」
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
こ

の
よ
う
な
言
説
配
置
の
下
で
享
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

５　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
女
学
校
の
修
身
教
科
書
を
検
討
し
、
明
治
後
期
に
お
い

て
女
子
に
求
め
ら
れ
た
「
内
助
」
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
新
聞
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
す
で
に
女
学
校
の
修
身
書
の
「
内
助
」
の
定
義

を
逸
脱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
逸
脱
を
制
限
す
る
べ
く
、
家
庭

修
養
書
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
「
前
垂
（
エ
プ
ロ
ン
）」
を
つ
け
、
家
庭
内
役
割

が
強
調
さ
れ
た
形
で
表
象
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

　

な
ぜ
、
そ
こ
ま
で
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
を
当
時
の
「
女

学
生
堕
落
問
題
」
を

に
検
討
し
た
。
小
説
と
い
う
「
空
論
」
に
対
置
さ
せ

ら
れ
た
「
事
実
」
と
い
う
重
み
の
中
で
、
前
垂
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
享
受

さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
女
子
教
育
家
た
ち
が
求
め
た
良
妻
賢
母
の
望
み
が
か
け

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
新
聞
の
言
説
と
は
異
な
り
、
家
庭
内
役
割
に
寄
り

添
っ
た
も
の
と
し
て
「
前
垂
」
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
描
か
れ
た
の
だ
。「
前

垂
」
姿
の
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
は
、
富
国
強
兵
と
い
う
国
家
的
要
求
の
中
で
女
子

の
可
能
性
を
広
げ
よ
う
と
す
る
欲
望
と
、
当
時
の
「
女
学
生
堕
落
問
題
」
の

下
で
女
子
の
逸
脱
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
懸
念
が
、
相
克
し
て
生
ま
れ
た
表

象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

表
象
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
が
影
響
し
合
う
磁
場
の
下
に
置
か
れ
て

い
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
た
の
は
「
学
問
」
と
「
家
庭
」
の
葛
藤
の
中
で
、

「
内
助
」
規
範
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
く
〈
キ
ュ
リ
ー
〉
像
で
あ
る
。
し
か
し
、

〈
キ
ュ
リ
ー
〉
と
い
う
「
表
象
」
が
真
価
を
発
揮
す
る
の
は
、
大
正
期
、
女
性

の
社
会
進
出
が
進
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
、
ど
の
よ
う
な
背
景
で
、
ど

の
よ
う
な
力
が
働
い
て
、〈
キ
ュ
リ
ー
〉
が
社
会
と
接
続
し
て
い
く
の
か
、
こ

の
問
題
の
分
析
は
次
稿
に
譲
り
た
い
。

注（
１
） 「
雑
報
」（『
東
京
物
理
学
校
雑
誌
』
10
巻
110
号
、
東
京
物
理
学
校
、
一
九
〇
〇
年
）

（
２
） 拙
稿
「
一
九
〇
〇
年
〜
一
九
二
〇
年
代
、
読
書
の
中
の
〈
キ
ュ
リ
ー
夫
人
〉
―
―
女
子

教
育
の
文
脈
と
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
て

―
」（『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
三
八

集
）

（
３
） 代
表
的
な
も
の
と
し
て 

小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』（
け
い
そ
う
書
房
、
一

九
九
一
年
十
月
）
を
挙
げ
た
い
。
小
山
は
良
き
妻
、
良
き
母
を
育
て
る
と
い
う
「
良
妻

賢
母
教
育
」
の
変
遷
を
、
女
子
修
身
教
科
書
を
用
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま

で
の
ス
パ
ン
で
分
析
し
た
。
江
戸
時
代
の
教
育
に
お
い
て
は
、
女
は
夫
に
服
従
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
、
妻
や
母
と
し
て
の
能
力
は
期
待
さ
れ
て
い
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
明

治
時
代
に
な
り
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
戦
時
に
お
け
る
女
子
の
働
き
に
注
目

が
集
ま
り
、
女
子
の
「
国
民
」
と
し
て
の
能
力
に
期
待
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

良
き
母
、
良
き
妻
を
育
て
る
と
い
う
「
良
妻
賢
母
教
育
」
が
女
子
教
育
の
主
軸
と
な
っ

て
い
く
。
女
子
修
身
教
科
書
へ
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
女
子
の
能
力
を
徐
々
に
広
げ
て

き
た
近
代
の
思
想
と
し
て
の
良
妻
賢
母
教
育
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
４
） 明
治
国
家
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
は
、
李
卓
「
学
と
不
学
の
違
い
：
近
代
中
日
女
子
教

育
の
比
較
」（『
日
本
研
究
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
十
四
巻
、
二
〇
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〇
二
年
二
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
５
） 一
八
九
五
年
に
は
約
45
％
だ
っ
た
小
学
校
女
子
就
学
率
（
女
子
の
う
ち
就
学
し
た
者
は

約
１
４
５
万
人
）
は
、
翌
一
八
九
七
年
に
は
約
50
％
、
一
九
〇
〇
年
に
は
約
70
％
と
伸

張
し
、
一
九
〇
六
年
に
は
約
95
％
に
ま
で
達
し
た
。（
文
部
省
『
学
制
百
年
史
資
料
編
』、

一
九
七
二
年
九
月
）

（
６
） 高
等
女
学
校
数
が
二
百
校
を
超
え
た
の
は
、
一
九
一
一
年
の
こ
と
。
生
徒
数
は
５
万
４

千
人
を
超
え
た
。（
文
部
省
『
学
制
百
年
史
資
料
編
』、
一
九
七
二
年
九
月
）

（
７
） た
と
え
ば
、
細
川
潤
次
郎
「
国
力
と
女
子
教
育
と
の
関
係
」（『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』

165
号
、
一
八
九
五
年
五
月
）
に
「
女
子
教
育
も
固
り
教
育
の
一
部
分
な
る
上
は
、
其
盛

不
盛
は
多
少
其
国
の
強
弱
貧
富
に
関
係
せ
る
者
な
り
と
謂
ふ
こ
と
を
得
へ
し
。
余
は
此

度
の
事
件
に
付
き
稍
感
ず
る
所
あ
り
て
、
始
め
て
広
く
海
外
諸
国
を
通
覧
す
る
に
、
其

国
の
富
強
十
分
な
ら
じ
、
若
く
は
貧
弱
な
る
く
に
」
国
々
は
必
女
子
教
育
の
振
は
ざ
る

国
々
な
り
」
と
あ
る
。

（
８
） 一
九
〇
〇
年
、
全
国
高
等
女
学
校
長
会
議
に
て
修
身
教
科
書
編
纂
を
文
部
省
に
建
議
し

た
。
女
学
校
の
修
身
教
科
書
は
中
学
用
師
範
学
校
用
の
も
の
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、「
甚

不
適
当
」
と
し
て
文
部
省
が
委
員
を
選
定
し
て
編
集
し
た
。（『
教
育
報
知
』
６
４
１
号
、

一
九
〇
〇
年
）

（
９
） 『
高
等
女
学
校
用
修
身
教
科
書
』
第
三
巻
（
文
部
省
発
行
、
初
改
訂
３
版
）。
調
査
に
は

「
広
島
大
学
教
科
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（https://dc.lib.hiroshim

a-u.
ac.jp/text/

）
を
用
い
た
。

（
10
） 「
ピ
エ
ル
・
キ
ュ
リ
ー
教
授
の
変
死
」（『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
一
九
〇
六
年
六
月
）

（
11
） 「
キ
ュ
リ
ー
博
士
の
逝
去
」（『
教
育
界
』
一
九
〇
六
年
五
月
）

（
12
） 「
女
学
校
小
学
校
に
備
え
て
、
修
身
倫
理
の
材
料
」
と
す
る
目
論
見
が
あ
る
と
、
い
わ
ゆ

る
凡
例
に
書
か
れ
て
あ
り
、
こ
の
本
の
読
者
と
し
て
高
等
女
学
校
生
徒
ま
た
は
小
学
校

女
生
徒
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 嘉
悦
孝
子
・
津
川
梅
村
『
主
婦
の
修
養
』
平
民
書
房
、
一
九
〇
七
年

（
14
） 佐
伯
順
子
『『
色
』
と
『
愛
』
の
比
較
文
化
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年

（
15
） 一
九
一
三
年
五
月
の
『
教
育
時
論
』（
1010
号
）
に
「
去
月
一
五
日
発
行
の
女
子
文
壇
は
、

風
俗
壊
乱
の
廉
価
に
よ
り
、
去
月
二
一
日
其
筋
よ
り
発
売
を
禁
止
さ
れ
た
り
、
コ
ハ
文

部
省
が
近
来
婦
女
子
に
し
て
不
健
全
な
る
思
想
を
抱
く
も
の
あ
り
、
我
国
従
来
の
女
子

教
育
方
針
た
る
良
妻
賢
母
主
義
に
背
反
す
る
傾
向
あ
る
よ
り
、
之
れ
が
取
締
を
な
す
べ

く
、
内
務
省
と
協
議
す
る
処
あ
り
た
り
と
傳
へ
た
る
、
折
柄
な
れ
ば
女
子
文
壇
は
此
良

妻
賢
母
主
義
よ
り
来
れ
る
新
し
い
女
取
締
の
鋒
尖
に
触
れ
て
、
最
初
の
血
祭
に
上
げ
ら

れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。

（
16
） 平
石
典
子
の
論
文
「「
堕
落
」
す
る
女
学
生:

女
学
生
神
話
を
巡
る
考
察
（
二
）」（『
文
藝

言
語
研
究:

文
藝
編
』
四
十
巻
、
二
〇
〇
一
年
十
月
）
は
、
小
杉
天
外
「
魔
風
恋
風
」
は

ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
女
学
生
初
野
が
堕
落
か
ら
身
を
守
り
戦
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
つ
と
い

い
、
女
学
生
に
期
待
さ
れ
て
い
た
当
時
の
「
堕
落
女
学
生
」
と
い
う
言
説
に
注
目
す
る
。

（
17
） 新
聞
の
書
き
立
て
る
「
女
学
生
堕
落
」
問
題
に
つ
い
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
立
場
の
雑
誌

も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
近
頃
都
下
の
新
聞
紙
は
毎
日
の
如
く
女
学
校
堕
落
の
こ
と
を

書
き
立
て
」「
文
部
省
が
寄
宿
舎
に
入
れ
る
方
向
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ば
男
女
七

歳
に
し
て
席
を
同
じ
く
せ
ず
主
義
の
復
活
な
の
で
、
賛
成
で
き
な
い
。」「
折
角
多
年
の

屈
服
の
境
遇
か
ら
飛
び
出
し
て
自
由
の
立
場
に
あ
る
婦
人
を
、
女
学
生
堕
落
云
々
の
故

を
も
っ
て
再
び
元
の
屈
服
の
境
遇
へ
帰
ら
し
む
る
と
勿
れ
」（『
六
合
雑
誌
』
内
報
「
女

学
生
堕
落
問
題
」、
一
九
〇
二
年
）
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、「
女
学
生
腐
敗
の
声
」
は
「
一

二
の
新
聞
が
読
者
の
好
奇
心
を
動
か
し
て
」「
事
実
を
捏
造
」「
誇
大
に
書
き
立
て
」
て

い
る
（『
中
央
公
論
』
一
九
〇
二
年
一
月
）
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。

（
18
） 正
岡
芸
陽
『
理
想
の
女
学
生
』
岡
島
書
店
、
一
九
〇
三
年
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