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下
田
歌
子
と
実
践
女
子
学
園

湯
浅
茂
雄

ゆ
あ
さ
・
し
げ
お
／
下
田
歌
子
研
究
所
所
長

下
田
歌
子
研
究
所
の
湯
浅
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
少
し
下
田
歌
子
、

実
践
女
子
学
園
に
寄
せ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、〝
寄
せ
る
〟

と
い
う
の
は
、
決
し
て
実
践
女
子
学
園
だ
け
の
話
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思

う
か
ら
で
す
。

実
践
女
子
学
園
は
こ
れ
ま
で
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
近
代
女
子

教
育
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
り
ま
し
た
下
田
歌
子
に
よ
っ
て
、
明
治
三
十
二

年
（
一
八
九
九
）
に
創
立
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
肖
像
写
真
は
明
治
三
十
五
年
頃

の
下
田
歌
子
で
す
。
撮
影
し
た
小
川
一
真

と
い
う
人
は
、
漱
石
の
肖
像
写
真
な
ど
で

有
名
な
写
真
家
で
す
。

実
践
女
子
学
園
は
、
最
初
こ
こ
渋
谷
の
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地
で
は
な
く
麹
町
元
園
町
と
い
う
と
こ
ろ
で
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。
今
、

麹
町
女
子
学
園
が
そ
の
場
所
で
教
育
を
展
開
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

後
こ
の
渋
谷
の
地
に
皇
室
の
土
地
を
い
た
だ
い
て
、
こ
の
常
磐
松
で
さ
ら
に

大
き
く
展
開
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
明
治
三
十
二
年
創
立
で
す
の
で
、
そ

の
三
年
後
ぐ
ら
い
の
先
生
の
お
姿
と
い
う
こ
と
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

下
田
歌
子
は
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）、
諸
外
国
と
和
親
条
約
な
ど
が

結
ば
れ
る
そ
の
年
に
現
在
の
岐
阜
県
恵
那
市
岩
村
と
い
う
岩
村
藩
の
城
下

町
に
平
尾
鍒じ

ゅ
う
ぞ
う

蔵
と
い
う
儒
学
者
、
藩
士
の
長
女
と
し
て
生
を
受
け
ま
し
た
。

鍒
蔵
の
考
え
方
が
藩
の
政
策
に
合
わ
ず
幽
閉
さ
れ
て
お
り
、
清
貧
で
苦
し
い

生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
政
府
に
な
り
許
さ
れ
て
、
鍒
蔵
が
東
京

に
職
を
得
て
、
明
治
四
年
四
月
八
日
に
岩
村
を
発
ち
ま
す
。
そ
の
と
き
に
下

田
歌
子
が
歌
っ
た
歌
、
こ
れ
は
『
東
路
之
日
記
』
と
い
う
道
中
日
記
、
歌
日

記
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
東
路
之
日
記
』

自
体
は
戦
災
で
焼
失
し
て
お
り
ま
す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
焼
失
前
に
す
べ
て

翻
字
さ
れ
、
一
部
写
真
が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
読
む
こ
と
が
可
能
で
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
東
京
方
向
と
故
郷
を
隔
て
る
三
国
山
を
越
え
る
と
き
に
詠
ん

だ
歌

―
我
々
は
「
綾
錦
の
歌
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が

―
が
、「
綾
錦

　

着
て
帰
ら
ず
ば

　
三
国
山

　
ま
た
ふ
た
た
び
は

　
越
じ
と
ぞ
思
ふ
」
で
す
。

こ
の
歌
を
歌
っ
て
か
ら
二
十
八
年
後
に
実
践
女
子
学
園
を
創
立
す
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
表
明
さ
れ
た
志
と
い
う
も
の
は
、
生
涯
変
わ
る
こ

と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
歌
を
、
下
田
を
離
れ
て
詠
め
ば
、
故
郷

に
錦
を
飾
る
歌
で
す
の
で
、
個
人
的
な
富
や
名
声
へ
の
渇
望
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
下
田
歌
子
の
生

涯
が
証
明
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
動
乱
の
時
代
、
世
の
中
が
ど
う
な
る
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
時
代
に
育
っ
た
者
と
し
て
、
社
会
に
貢
献
し
、
そ
の
中

で
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、

若
き
女
性
の
高
い
志
が
本
学
園
の
原
点
で
あ
る
と
、
学
生
に
伝
え
て
お
り
ま

す
。
学
生
た
ち
に
も
、
自
分
だ
け
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
他
を
地

域
を
社
会
を
視
野
に
入
れ
て
大
き
な
目
的
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

歌子、明治 35 年頃の肖像写真、小川一真撮影
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し
た
。
そ
れ
か
ら
国
文
学
者
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
大
講
堂
を
い
っ
ぱ
い

に
埋
め
る
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
講
義
を
、
ま
さ
に
こ
の
地
、
常
盤
松
で

行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
下
田
は
家
政
学

者
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
家
政
学
の
教
科
書
の
表
紙
を
載
せ
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
れ
を
明
治
二
十
六
年
に
出
版
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
本
は
、
日
本
で

女
性
の
手
に
な
る
初
め
て
の
家
政
学
の
教
科
書
で
す
。
こ
の
時
代
す
で
に
翻

訳
書
は
あ
り
ま
し
た
が
、
下
田
の
『
家
政
学
』
は
、
み
ず
か
ら
が
講
義
し
た

内
容
の
書
き
下
ろ
し
で
す
。
生
活
科
学
部

―
こ
の
大
学
で
も
昔
は
家
政
学

部
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
の
学
部
構
成
、
学
科
構
成
が
す
べ
て

そ
こ
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
す
。
下
田
は
明
治
二
十
六
年
か
ら
二
年

間
、
欧
米
に
女
子
教
育
視
察
の
旅
に
出
ま
す
け
れ
ど
も
、
帰
っ
て
き
て
か
ら

は
、
そ
の
見
識
を
入
れ
て
、『
新
撰
家
政
学
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
お
り

大講堂での『源氏物語』講義の様子

下田歌子著『家政学』

す
。
下
田
歌
子
の
出
発
点
で
も
あ
り
、
学
園
の
出
発
点
で
も
あ
り
、
大
事
な

点
か
と
思
い
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

下
田
は
女
子
教
育
者
で
あ
り
、
明
治
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
で
も
あ
り
ま
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ま
す
。
そ
の
中
身
は
中
国
の
実
情
に
合
わ
せ
、
中
国
で
も
翻
訳
さ
れ
、
出
版

さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
四
つ
目
の
顔
で
す
。

そ
し
て
、
最
後
に
社
会
福
祉
事
業
家
と
し
て
の
、
特
に
大
正
期
の
愛
国
婦

人
会
会
長
と
し
て
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
我
々
も
つ
い
先
年
、
大
き
な
震
災

に
遭
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
関
東
大
震
災
後
に
際
し
て
は
非
常
に
大
き
な
社

会
的
な
活
動
を
、
し
か
も
か
な
り
長
い
ス
パ
ン
で
行
い
ま
し
た
。

下
田
は
明
治
二
十
六
年
か
ら
二
十
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
教
育
視
察
に
行

く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
を
通
じ
て
、
日
本
の
一
般

子
女
教
育
へ
の
確
信
を
深
め
ま
す
。
も
と
も
と
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ

れ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
明
治
天
皇
の
皇
女
の
教
育
係
に
内
定
し
て
い
ま
し

て
、
そ
の
た
め
の
研
鑽
と
し
て
視
察
を
命
じ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
あ
る
意
味

で
、
そ
の
意
に
反
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
優
遇

さ
れ
た
立
場
の
女
性
で
は
な
く
て
、
一
般
女
性
の
教
育
を
す
る
こ
と
が
、
日

本
の
国
の
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
の
だ
と
い
う
確
信
に
至
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
と
き
、
下
田
は
佐
々
木
高
行
と
い
う
政
府
高
官

―
下
田
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
派
遣
し
た
主
導
し
た
人
物
で
す
け
れ
ど
も

―
に
こ
の
よ
う
な
手
紙

を
書
い
て
い
ま
す
。「
今
如
此
欧
米
列
国
、
東
洋
の
隙
を
伺
い
つ
つ
あ
る
時

に
於
い
て
、
み
す
み
す
漁
夫
利
と
な
す
べ
き
、（
中
略
）
か
え
す
が
え
す
も

如
斯
硝
煙
砲
声
の
間
に
兄
弟
の
国
た
る
日
清
相
見
る
事
に
立
至
候
事
、
残
念

千
万
に
候
。」

下
田
が
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
て
い
る
と
き
に
日
清
戦
争
が
起
き
て
い
ま
す
。

ま
だ
結
果
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
下
田
は
こ
の
こ
と
を
大
変
に

残
念
が
っ
て
い
ま
す
。
国
文
学
者
で
す
の
で
、
中
国
と
の
関
係
へ
の
想
い
は

す
ご
く
深
い
の
で
す
。「
兄
弟
の
国
」
と
清
国
を
呼
ん
で
い
て
、
こ
の
戦
争

を
本
当
に
嘆
い
て
い
ま
す
。
す
で
に
こ
う
い
う
戦
争
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
も
、「
何
卒
此
後
わ
が
政
府
の
充
分
強
固
に
、
百
年
の
善
後
策
を
論

ぜ
ら
れ
候
事
を
の
み
祈
り
入
り
候
。」
と
述
べ
、
こ
れ
に
続
い
て
「
私
は
百

年
の
長
計
を
た
て
候
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
実
践
女
子
学
園
構
想

で
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
は
谷
干
城
と
い
う
、
当
時
貴
族
院
議
員
を
務
め
て
い

た
人
物
に
宛
て
た
手
紙
で
す
け
れ
ど
も
、
女
性
の
目
か
ら
の
教
育
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
女
子
教
育
と
い
う
の
は
、
そ
の
国
の
基
礎
を
よ
く
見

て
研
究
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
の
ま
ま
引
き
写
す
の
で
は
な
く
「
換
骨

奪
胎
し
て
」
日
本
の
実
情
に
合
わ
せ
て
、
文
化
に
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
女
子
教
育
に
つ
い
て
は
、
欧
米
の
家
庭
の
様
子

を
女
性
の
目
で
十
分
に
観
察
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
教
育
法
の
本
質
は
見
抜
け

な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
女
性
の
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
の
必
要
性
が
こ
こ

に
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
実
践
し
た
の
が
下
田
の
女
子
教
育
の
構
想
で
あ

り
ま
し
た
。

下
田
は
明
治
三
十
二
年
に
本
学
園
、
実
践
女
子
学
園
を
創
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
女
子
教
育
機
関
の
創
立
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
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翌
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
今
の
新
潟
青
陵
学
園
を
興
し
て
お
り

ま
す
し
、
大
正
七
年
に
は
現
在
の
広
尾
学
園
、
そ
れ
か
ら
大
正
八
年
に
は
淡

海
女
子
実
務
学
校
、
現
在
の
淡
海
書
道
文
化
専
門
学
校
を
創
り
、
そ
れ
か
ら

逓
信
省
附
属
明
徳
女
学
校
、
愛
国
夜
間
女
学
校
等
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
下
田

の
創
立
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
請
わ
れ
て
校
長
に
な
っ
た
と
い
う
場
合

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
園
等
を
創
っ
た

り
、
そ
の
実
際
的
な
運
営
に
あ
た
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
実
践
女
子
学
園
は
女
性
の
社
会
的
地
位
の
向
上
の
拠
点
と

し
て
、
ス
タ
ー
ト
と
し
て
創
ら
れ
た
学
園
で
あ
っ
て
、
実
践
さ
え
よ
け
れ
ば

い
い
と
い
う
意
図
で
創
ら
れ
た
学
園
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
そ
う
い
う

下
田
の
高
い
強
い
志
を
受
け
継
ぎ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
ひ
と
つ
の
試
み
で
、
今
は
本
当
に
女
子
教
育
機
関
が

連
携
す
べ
き
時
代
に
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
女
性
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
社
会
参
加
を
し
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
る
大
事
な
時
期
で
あ
る
今
こ
そ
、

女
子
教
育
機
関
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
一

私
学
だ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
女
子
教
育
機
関
が
連
携
し
て
、

最
初
は
少
し
ず
つ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
成
果
に
向
け
て
連
携

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
ひ
と
つ
の
中

心
に
下
田
歌
子
研
究
所
が
な
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
下

田
の
理
念
か
ら
当
然
出
て
く
る
こ
と
だ
と
我
々
が
思
っ
て
い
る
事
柄
で
す
。

下
田
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
り
ま
し
て
、
す
ぐ
帝
国
婦
人
協
会
と
い
う

も
の
を
設
立
し
、
み
ず
か
ら
会
長
を
務
め
ま
す
が
、
こ
の
設
立
の
主
意
書

に
、
羽
入
先
生
も
触
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
「
揺
籃
を
揺
が
す
の
手
は
、
以

て
能
く
天
下
を
動
か
す
こ
と
を
得
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

い
は
、「
社
会
風
潮
の
清
濁
は
、
そ
の
源
、
男
子
に
あ
ら
ず
し
て
、
女
子
に

あ
り
」、
あ
る
い
は
「
余
等
は
爰
に
今
中
等
以
上
の
女
子
に
対
ひ
て
云
々
す

る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
「
中
等
以

上
の
女
子
」
を
も
う
手
助
け
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
、
中
等
以
下
の
女

帝国婦人協会設立主意書

（部分）
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性
た
ち
の
教
育
を
我
々
が
や
っ
て
い
く
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
徳
を
高
め
智
を
進
め
」、
あ
る
い
は
「
以
て
、
自
他
の
利
益
を
謀
ら
し
め
ん

が
為
に
、
漸
次
、
其
実
力
を
も
養
は
し
め
、
其
の
自
活
の
道
を
も
」
と
い
う

よ
う
に
「
自
活
、
自
立
」
と
い
う
言
葉

―
こ
こ
に
実
践
の
校
名
の
由
来
が

あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も

―
を
中
心
に
活
動
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
写
真
は
、
帝
国
婦
人
協
会
設
立
主
意
書
の
下
田
歌
子
の
自
筆
原
本
で

す
が
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
板
垣
退
助
を
は
じ
め
と
す
る
賛
同
者
の
記
名
が

あ
り
、
こ
こ
に
は
お
金
に
つ
い
て
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
当
然

帝国婦人協会設立主意書、賛同者による記名

ご
寄
付
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
こ
こ
で
紹
介
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
こ
の
「
揺
籃
を
揺
が

す
の
手
は
、
以
て
能
く
天
下
を
動
か
す
こ
と
を
得
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、

十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ス
・
ウ
ォ
レ
ス
の
詩
で
、

何
遍
も
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
言
葉
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
下
田
歌
子
は
明
ら
か
に
こ
の
言
葉
を
援
用
し
な
が
ら
も
、

下
田
の
文
脈
で

―
私
は
こ
れ
を
「
女
性
が
社
会
を
変
え
る
、
世
界
を
変
え

る
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
直
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も

―
、

そ
の
志
を
も
っ
て
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
帝
国

婦
人
協
会
設
立
の
主
意
書
と
い
う
の
は
、
和
漢
洋
を
駆
使
し
た
名
文
で
、
当

然
ウ
ォ
レ
ス
を
引
い
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
意

味
は
、
あ
く
ま
で
下
田
の
使
い
方
で
す
。

こ
の
言
葉
と
、
こ
れ
も
羽
入
先
生
が
引
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

「
女
性
の
清
ら
か
な
特
性
と
豊
か
な
情
操
を
以
て
社
会
の
弊
を
正
せ
」
と
い

う
言
葉
は
、
当
然
建
学
の
理
念
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら

を
言
葉
ど
お
り
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
事
な

こ
と
は
、
現
在
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
金
科
玉
条
の
よ
う
に
守
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
今
の
現

実
に
当
て
は
め
て
、
そ
こ
か
ら
我
々
の
教
育
の
取
り
組
み
に
生
か
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
福
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
も
同
じ
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趣
旨
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
点
か
ら
、
下
田
歌
子
研
究
所
は
生
命
維
持
装
置
の
よ
う
に
下
田
の
歴

史
的
研
究
は
行
い
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
は
、
現
在
・
未
来
に
お
い
て
、
女
性

た
ち
が
生
き
生
き
と
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
の
た
め
に
役
立
つ
歴
史
的
研

究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歴
史
的
研
究
ば
か
り

で
は
な
く
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
と
、
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
に
関

す
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
七
月
一
日

を
も
っ
て
本
学
園
に
男
女
共
同
参
画
推
進
準
備
室
が
立
ち
上
が
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
本
年
十
一
月
一
日
に
男
女
共
同
参
画
推
進
室
に
な
る
、
そ
の
準

備
室
で
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
も
最
後
に
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
そ
の

参
画
室
と
の
連
携
も
図
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
内
部
の
連
携
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
の
女
性

公
共
機
関
、
あ
る
い
は
男
女
共
同
参
画
や
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
推
進
す

る
機
関
、
あ
る
い
は
個
人
と
の
連
携
を
積
極
的
に
、
こ
の
研
究
所
が
図
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
男
女
共
同
参
画
室
の
構
想
を
本
当
に
簡
単

に
、
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
学
園
教
職
員
に
関
す
る
現
状

把
握
で
す
。
現
状
把
握
が
な
け
れ
ば
何
も
な
り
ま
せ
ん
。
二
番
目
と
し
て
、

職
員
間
の
交
流
・
学
習
を
推
進
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
管
理
職
の
学
習
会
と
意

見
交
換
。
あ
る
い
は
四
番
目
と
し
て
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
調
査
・
研
究

―
こ
こ
に
下
田
研
究
所
を
絡
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
る
い
は
五
番
目

と
し
て
、
男
女
共
同
参
画
推
進
に
向
け
た
職
場
環
境
整
備
。
イ
、
ロ
、
ハ
、

ニ
、
ホ
と
、
緊
急
の
課
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
六
番
に
、
男
女
共
同
参
画

社
会
に
向
け
た
大
学
教
育
。
こ
れ
は
学
生
に
還
元
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
七
番
、
教
職
員
組
織
は
現
在
、
女
性
教
員
比
率
を
す
べ
て

の
学
科
で
四
割
以
上
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
四
割
を
達
成
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
学
科
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か

ら
女
性
職
員
に
関
し
て
は
、
今
50
％
を
超
え
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
管
理
職

比
率
は
22
．2
％
で
す
。
こ
れ
を
四
割
以
上
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま

ず
足
元
に
つ
い
て
、
女
子
大
学
と
し
て
き
ち
ん
と
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策

を
す
る
と
い
う
確
認
を
し
つ
つ
、
並
行
し
て
社
会
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
、
こ
の

下
田
研
究
所
も
大
い
に
連
携
し
て
一
緒
に
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
の
中
心
に
な
り
た
い
、
旗
手
に
な
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
こ
の
下
田
の
百
年
の
長
計
は
い
ま
だ
に
達
成
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
福
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
終
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

我
々
は
常
に
原
点
を
確
認
し
、
今
を
検
証
し
、
百
年
の
長
計
の
達
成
に
全
力

を
傾
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

伊
藤

―
　
湯
浅
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


