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1
．
初
出

下
田
歌
子
の
「
泰
西
所
見 

家
庭
教
育
」
は
下
田
の
欧
米
視
察
を
経
て
書

か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
博
文
館
よ
り
明
治
三
十
四
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た

著
作
で
あ
り
、「
華
族
女
学
校
学
監
下
田
歌
子
女
史
著
（（
帝
国
婦
人
協
会

長
））『
家
庭
文
庫
』」と
銘
打
た
れ
た
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
巻（
第
十
二
編
）に
あ

た
る
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
寄
せ
て
巻
末
で
は
次
の
よ
う
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

下
田
歌
子
女
史
学
東
西
を
究
め
一
種
超
凡
の
新
智
識
と
新
卓
見
と
を
以

て
現
に
子
弟
教
育
の
道
に
従
事
せ
ら
る
本
書
各
編
皆
な
精
実
を
極
む
故

に
他
の
空
論
と
異
な
り
上
下
を
通
じ
て
一
般
社
会
の
家
庭
上
に
適
用
す

る
は
勿
論
な
り
全
部
拾
弐
冊
皆
是
れ
著
者
が
多
年
の
実
験
上
よ
り
出
で

た
る
も
の
如
何
に
在
来
の
家
庭
書
類
と
其
趣
を
異
に
せ
る
か
を
験
せ
ら

れ
よ
と
云
爾

こ
こ
で
は
、
下
田
の
言
説
が
机
上
の
「
空
論
」
で
は
な
く
、
下
田
の
実
体

験
に
よ
り
実
際
に
一
般
家
庭
で
実
践
可
能
な
家
庭
教
育
書
で
あ
る
点
で
他
に

類
を
見
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
年
二
月
二
十
四
日
の
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
本
テ
ク
ス
ト
の

広
告
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
多
年
女
子
教
育
に
熱
中
せ
ら
る
ゝ
著
者
が
欧
米
漫
遊
の
際
實
地

調
査
し
た
る
家
庭
教
育
の
状
況
を
叙
し
て
以
て
模
範
を
示
さ
れ
た
る
者

教
育
家
社
会
学
者
の
勿
論
何
人
も
一
讀
を
要
す
べ
き
賓
典
な
り

本
テ
ク
ス
ト
が
教
育
者
や
社
会
学
者
に
向
け
た
専
門
書
で
あ
る
だ
け
で
な
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く
、
一
般
の
人
が
読
ん
で
実
践
で
き
る
実
用
書
と
し
て
の
側
面
を
備
え
て
い

る
点
を
、
こ
の
広
告
文
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
汲
み
取
れ
る
。
い

ず
れ
も
本
書
が
専
門
的
で
あ
り
、
か
つ
実
用
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
他
の

テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
、
本
書
の
特
徴
と
し
て
売
り
出
そ
う

と
す
る
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。

2
．「
家
庭
教
育
」の
目
的

本
テ
ク
ス
ト
は
、
欧
米
の
家
庭
教
育
の
実
情
に
つ
い
て
、
下
田
の
体
験
し

た
具
体
例
と
と
も
に
書
か
れ
て
い
る
。
欧
米
の
家
庭
教
育
の
実
情
と
い
う
客

観
的
事
実
と
、
そ
れ
に
対
す
る
下
田
の
主
観
的
感
想
と
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
た

テ
ク
ス
ト
構
成
で
あ
る
。
客
観
的
事
実
に
下
田
の
主
観
的
感
想
が
入
る
こ
と

で
、
た
だ
欧
米
式
の
家
庭
教
育
論
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
欧
米
式
家

庭
教
育
の
ど
の
よ
う
な
点
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
家
庭
教
育
に
活
か
さ
れ

る
べ
き
な
の
か
を
、
よ
り
具
体
的
に
読
者
へ
示
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

る
。「
如
何
に
在
来
の
家
庭
書
類
と
其
趣
を
異
に
せ
る
か
」
と
言
わ
れ
る
点

は
、
ま
さ
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
構
造
に
あ
る
と
言
え
る
。

ま
ず
本
テ
ク
ス
ト
の
目
次
に
着
目
し
て
み
る
。
家
庭
教
育
は
大
き
く
二
部

構
成
を
と
っ
て
い
る
。

最
初
に
、
数
ペ
ー
ジ
の「
総
論
」を
お
き
、
そ
の
後
、「
小
児
保
育
」と「
子

女
教
育
」に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
節
・
項
を
設
け
て
記
し
て
い
る
。

本
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
家
庭
教
育
」
と
は
何
か
と
考
え
る
時
、
ま
ず
は

「
母
」
と
し
て
子
供
を
養
育
で
き
る
女
性
を
育
て
る
こ
と
、
次
に
そ
の
「
母
」

に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
を
ど
の
よ
う
に
育
て
る
か
が
そ
の
家
庭
教
育
の
目
的
で

あ
る
と
言
え
る
。「
総
論
」の
中
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

抑
も
、
家
庭
教
育
と
は
、
重
に
、
そ
の
母
親
な
る
人
の
、
其
子
を
膝
下

に
教
養
訓
育
す
る
の
意
な
れ
ば
、
孰
れ
の
國
、
如
何
な
る
人
も
、
必

ず
、
己
が
義
務
と
し
て
、
且
つ
其
愛
情
の
至
れ
る
限
り
、
心
を
盡
し
力

を
致
し
て
、
其
子
女
を
教
養
し
、
其
効
果
を
見
ん
と
欲
す
る
は
云
ふ
迄

も
無
き
事
な
が
ら
、
凡
そ
百
般
の
事
、
智
力
の
程
度
低
き
者
は
、
其
志

し
は
、
よ
し
厚
き
に
も
せ
よ
。
そ
の
し
わ
ざ
の
顕
は
る
ゝ
所
に
於
て
、

い
と
云
ひ
が
ひ
無
き
結
果
を
生
ず
る
が
如
く
、
母
親
の
情
誼
は
、
東
西

開
未
開
の
國
民
、
と
も
に
み
な
均
し
か
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
其
子
を
教

育
す
る
の
手
段
方
法
に
於
い
て
、
彼
れ
は
、
其
智
の
進
め
る
が
故
に
、

我
れ
に
優
る
の
効
果
を
呈
す
る
こ
と
、
遺
憾
な
が
ら
も
、
亦
止
む
こ
と

を
得
ず
と
ぞ
云
ふ
べ
き
。（
中
略
）

而
し
て
、
最
も
い
み
じ
き
は
、
子
女
教
育
の
一
切
が
、
温
和
慈
恵
な
る

母
親
の
手
に
一
任
せ
ら
れ
て
、
家
庭
に
於
る
権
力
の
、
亦
母
親
に
重
き

を
見
る
こ
と
こ
れ
な
り
。
宜
な
り
。
彼
の
国
上
流
の
女
子
は
、
大
抵
家

庭
の
選
任
教
育
に
し
て
、
爾
も
、
其
効
果
の
著
き
を
見
る
こ
と
よ
。
希

く
は
、
わ
が
國
、
幾
多
母
親
て
ふ
名
の
も
と
に
、
子
女
教
育
と
い
へ

る
、
偉
大
な
る
責
任
を
負
へ
る
人
の
、
泰
西
家
庭
教
育
の
現
況
を
伺
ひ

知
り
て
、
其
長
を
取
り
、
短
を
捨
て
、
彼
の
國
ぶ
り
の
、
わ
が
國
ぶ
り

に
、
合
は
せ
用
ひ
て
、
可
な
る
べ
し
と
覚
ゆ
る
ど
も
を
、
参
照
適
応
せ
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ら
れ
た
ら
ん
に
は
、
柳
が
枝
に
櫻
さ
か
す
る
も
、
難
か
ら
じ
と
こ
う
覚

ゆ
れ
。（p. 3–5

）

こ
こ
で
は
、
母
親
の
子
供
へ
の
愛
情
に
違
い
が
な
く
と
も
、
そ
の
知
性
に

よ
っ
て
子
女
教
育
の
内
容
や
効
果
は
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
知
性
の
点
に
お
い
て
は
、
日
本
よ
り
も
泰
西
の
国
々
の
方

が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
悔
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
泰
西
の
子
女
教
育
の
長
所

を
取
り
い
れ
、
日
本
の
子
女
教
育
の
長
所
と
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
難

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
、
日
本
の
子
女
教
育
の
今
後
の
発
展
に
確
信
を
持
っ

た
力
強
い
言
葉
を
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
欧
米
の
母

親
が
強
い
責
任
感
を
持
っ
て
子
女
教
育
を
行
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
、
日
本
人

と
し
て
の
対
抗
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
家
庭
教
育
は
、
女
性
に
と
っ

て
強
い
責
任
感
の
も
と
果
た
さ
れ
る
べ
き
、
重
要
な
職
務
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
下
田
の
家
庭
教
育
観
の
大
前
提
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
強
い
責
任
感
を
持
っ
て
家
庭
教
育
を
行
え
る
女
性
を
育
て
る
こ
と
が
、

下
田
の
考
え
る「
家
庭
教
育
」の
目
的
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
実
例
が
、
中
流
階
級
以
上
の
家
庭
教
育
で

あ
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
に
は
中
流
以
下
の

家
庭
で
の
例
も
併
記
し
て
あ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
中
流
階

級
以
上
の
家
庭
教
育
の
実
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
が
中
流
階
級
以
上
の
家

庭
に
お
け
る「
家
庭
教
育
」を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
テ
ク
ス
ト
は
中
流
階
級
以
上
の
家
庭
教
育
を
対
象
と

し
て
お
り
、
家
庭
教
育
と
は
、
母
親
が
自
身
の
知
性
の
も
と
強
い
責
任
感
を

持
っ
て
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
家
庭

教
育
を
実
践
で
き
る
よ
う
に
育
て
上
げ
る
こ
と
が
、
女
子
教
育
の
目
的
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
次
章
以
降
の
「
小
児
保

育
」と「
子
女
教
育
」に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

3
．「
小
児
保
育
」

「
小
児
保
育
」の
章
は
、
ま
ず
妊
娠
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
女
性
の
妊
娠

に
先
立
ち
、
そ
の
心
構
え
に
お
い
て
東
西
の
違
い
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

元
来
、
彼
の
國
の
風
俗
に
は
、
若
き
男
女
、
始
め
て
、
相
ひ
婚
す
る
時

は
、
必
ず
先
づ
新
た
に
家
を
な
し
て
、
父
母
、
親
戚
と
相
ひ
離
れ
る
ゝ

こ
と
な
り
。
さ
れ
ば
、
人
の
妻
た
る
者
は
、
必
ず
先
づ
、
人
の
母
た
る

に
差
し
仕
へ
無
き
迄
の
、
教
育
を
受
け
た
る
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
能
は

ず
。
何
と
な
れ
ば
、
姑
母
、
親
族
の
相
ひ
住
み
し
て
、
こ
れ
が
助
け
と

な
る
も
の
無
き
が
故
に
、
是
非
と
も
、
胎
教
よ
り
始
め
て
、
児
を
教
養

し
得
べ
き
、
一
亘
り
は
、
必
須
の
學
と
し
て
務
む
る
、
ま
た
勿
論
の
事

な
る
べ
し
。（p. 7

）

こ
れ
を
読
む
と
欧
米
に
お
け
る
個
人
主
義
的
核
家
族
の
様
子
が
分
か
る
。

当
時
の
日
本
で
は
、
結
婚
ま
で
の
過
程
が
ど
う
で
あ
れ
、
多
く
の
女
性
は
家

に
嫁
ぎ
、
そ
の
家
の
跡
継
ぎ
と
な
る
べ
く
子
を
産
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
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妊
娠
・
出
産
・
育
児
は
母
親
が
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
嫁

ぎ
先
の
「
家
」
の
中
で
遂
行
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
引
用
部
が
示
し
て
い

る
の
は
、
欧
米
に
お
け
る
日
本
と
は
異
な
る
家
族
環
境
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

夫
婦
が
親
や
親
族
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な

く
、
日
本
に
お
け
る
「
家
」
制
度
的
な
家
族
概
念
は
、
欧
米
に
お
い
て
は
精

神
的
つ
な
が
り
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
、
実
生
活
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
夫

婦
を
中
心
と
す
る
核
家
族
の
中
で
す
べ
て
が
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
は
夫
婦
と
な
る
前
に
、
妻
・
母
と
し
て
家
庭
を

自
立
自
営
さ
せ
る
教
育
を
積
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
日

本
に
自
立
自
営
の
精
神
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
で
は
女

性
が
一
人
前
に
成
長
し
た
と
み
な
さ
れ
る
と
、
結
婚
し
、
他
家
の
中
に
嫁

ぐ
。
し
か
し
欧
米
に
お
い
て
は
、
成
長
し
一
人
前
に
な
る
と
結
婚
し
、
家
を

出
て
新
た
な
家
を
築
く
。
家
庭
教
育
の
目
的
が
一
人
前
の
女
性
に
育
て
上
げ

る
こ
と
と
い
う
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
一
人
前
の
意
味
合
い
が
、

日
本
で
は
「
他
家
へ
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
女
性
」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
欧
米
で
は「
家
を
出
て
新
た
な
家
を
妻
・
母
と
し
て
自
営
で
き
る
女
性
」

で
あ
る
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
母
親
の
愛
情
は
同
じ
で
も
そ
の
知
性
に
よ
っ
て
家
庭
教
育
の
方
法

に
差
が
生
じ
る
と
下
田
は
述
べ
て
い
た
が
、
母
乳
保
育
に
関
し
て
は
、
母
親

の
知
性
よ
り
も
生
活
習
慣
に
よ
る
差
が
大
き
く
見
ら
れ
る
。

母
乳
哺
育
の
行
は
れ
難
き
は
、
上
下
を
通
じ
て
然
り
。
そ
の
上
流
社
會

に
在
り
て
は
、
交
際
の
頻
繁
な
る
人
、
又
は
容
色
の
衰
へ
を
気
づ
か
ふ

等
の
為
に
も
、
わ
が
乳
に
哺
す
る
こ
と
を
辞
す
る
あ
る
べ
し
。
さ
れ

ど
、
中
等
以
下
に
至
り
て
は
、
真
に
職
業
の
為
に
哺
乳
し
難
き
が
多
き

な
る
べ
し
。
そ
は
、
他
の
手
に
委
し
て
、
牛
乳
を
哺
せ
し
め
、
己
れ

は
、
業
を
執
る
の
勝
れ
る
に
し
か
ざ
る
が
故
な
り
。
但
し
、
稀
に
は
、

母
乳
哺
育
を
な
す
者
も
あ
れ
ど
も
、
彼
の
國
の
風
俗
に
は
、
肌
を
露
す

事
を
憚
り
、
殊
に
、
乳
房
の
ご
と
き
は
、
最
も
恥
ぢ
て
、
人
の
前
に
露

出
す
る
こ
と
更
に
な
け
れ
ば
、
い
か
に
し
て
、
乳
房
を
含
ま
し
む
る

か
、
其
形
状
は
見
る
に
よ
し
無
し
。（p. 18–19

）

欧
米
に
お
い
て
は
、
明
治
期
に
は
す
で
に
出
産
し
た
女
性
が
、「
職
業
上

の
暇
無
き
」
こ
と
を
理
由
に
母
乳
保
育
を
行
わ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
現
在
で
も
母
乳
信
仰
の
強
い
日
本
に
お
い
て
は
、
母
乳
保
育
が
主

流
で
は
な
い
欧
米
の
乳
児
保
育
に
は
驚
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

母
乳
保
育
に
代
わ
る
も
の
が「
牛
乳
哺
育
」で
あ
る
。

泰
西
の
小
児
哺
育
法
は
、
過
半
、
牝
牛
の
乳
汁
に
よ
れ
り
と
云
ふ
も
、

差
し
仕
へ
無
か
る
べ
し
。
女
子
の
に
し
て
、
各
種
の
職
業
に
従
事
す
る

者
は
、
時
間
を
定
め
て
、
其
時
間
毎
に
帰
宅
し
、
自
ら
、
定
度
の
分
量

を
小
児
に
哺
し
て
、
更
に
職
務
に
つ
く
も
あ
り
。
又
は
、
其
時
間
だ

け
、
留
守
居
の
者
に
託
し
置
き
て
、
只
朝
夕
の
み
自
ら
す
る
も
あ
り
。

尚
上
流
社
會
に
於
い
て
は
、
看
護
婦
侍
し
て
、
之
に
哺
育
す
る
が
多

し
。（p. 21

）
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職
業
婦
人
が
多
く
「
牛
乳
哺
育
」
が
主
流
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
で
は
よ
く

見
ら
れ
る
「
乳
母
哺
育
」
は
欧
米
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

牛
乳
哺
育
の
大
流
行
な
る
彼
の
國
に
在
り
て
は
、
乳
母
の
乳
汁
を
以

て
、
小
児
を
養
う
者
甚
だ
稀
な
り
。
さ
る
代
り
に
、
恰
も
、
わ
が
國
の

乳
母
の
如
く
小
児
の
取
扱
ひ
一
切
を
引
き
受
け
て
、
牛
乳
に
て
養
ふ
婦

人
は
往
々
に
し
て
あ
り
。（p. 19
）

「
人
の
妻
た
る
者
は
、
必
ず
先
づ
、
人
の
母
た
る
に
差
し
仕
へ
無
き
迄
の
、

教
育
を
受
け
た
る
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
能
は
ず
」
と
言
い
な
が
ら
、「
牛
乳
哺

育
」
を
以
て
他
の
手
に
養
育
を
任
せ
る
様
子
は
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
も

思
え
る
。
し
か
し
、
女
性
が
み
な
「
人
の
母
た
る
に
差
し
仕
へ
無
き
迄
の
、

教
育
を
受
け
」
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
保
育
シ
ス
テ
ム
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
大
家
族
を
形
成
し
、「
家
」が
子
供
を
育
て
る
環

境
に
あ
る
日
本
に
お
い
て
は
、
成
立
し
づ
ら
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
も
言

え
る
。

「
小
児
の
衣
食
住
及
び
疾
病
」
で
は
、
欧
米
に
お
け
る
子
供
の
衣
服
の
管

理
、
子
供
部
屋
の
環
境
、
そ
し
て
疾
病
負
傷
時
の
看
護
の
様
子
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
中
等
以
上
の
家
で
、
特
に
小
児
保
育
に
力

を
入
れ
て
い
る
家
庭
に
は
「
保
母
室
」
が
設
け
て
あ
り
、「
此
所
は
、
恰
も
、

小
幼
稚
園
に
し
て
、
そ
の
小
児
の
嬉
戯
遊
楽
の
間
に
於
い
て
、
體
育
を
す
ゝ

め
、
智
育
を
始
め
、
且
つ
、
自
づ
か
ら
徳
育
の
要
素
を
も
養
は
ん
と
」
し
て

い
る
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
病
気
の
際
に
は
主
治
医
を
呼
び
、
看
護
婦
を
雇
っ

て
看
病
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
実
務
に
関

し
て
は
専
門
家
が
担
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
切
の
責
任
を
母
親
が
負
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。「
人
の
母
た
る
に
差
し
仕
へ
無
き
迄
の
、
教
育
」
に
は
、

母
親
と
し
て
の
実
務
だ
け
で
は
な
く
、
家
庭
内
で
の
一
切
の
責
任
を
負
い
、

指
示
し
、
実
行
さ
せ
て
い
く
能
力
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

欧
米
に
お
け
る
「
責
任
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
具
体
例
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
夫
人
が
数
日
間
不
在
に
し
て
い
る
時
に
四
歳
の
娘
が
負
傷

し
た
が
、
夫
は
特
に
知
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
、
夫
人
が
不
在
の
間
は
、
仕
事

を
早
く
切
り
上
げ
、
保
母
や
看
護
婦
を
助
け
て
看
病
を
し
た
。
夫
人
は
帰
宅

後
、
子
供
の
怪
我
を
知
り
、
ま
ず
は
子
供
の
も
と
に
向
か
い
抱
き
し
め
慰
め

た
。
そ
の
後
の
夫
婦
の
や
り
取
り
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

扨
、
還
り
来
た
る
夫
人
は
、
無
論
、
夫
の
我
れ
に
代
り
て
、
わ
が
児
を

み
と
ら
れ
た
る
謝
辞
を
繰
り
か
へ
し
云
ひ
つ
れ
ど
も
、
良
人
は
、
こ
れ

に
答
へ
て
、
偶
々
の
御
身
が
不
在
に
斯
か
る
事
し
い
で
ゝ
、
若
し
大
事

に
も
至
ら
し
め
た
ら
ん
に
は
、
ま
こ
と
に
申
し
譯
無
か
り
し
に
、
先
づ

は
軽
く
て
済
し
事
こ
そ
嬉
し
け
れ
。
御
身
に
謝
辞
い
は
る
ゝ
筈
も
無
し 

 
と
云
ひ
た
る
を
側
へ
聞
き
す
る
人
の
、
別
に
怪
し
と
思
へ
る
気
色
無

か
り
し
も
、
全
く
夫
妻
は
友
だ
ち
の
如
き
感
あ
る
國
柄
な
れ
ば
な
る
べ

し
。
我
の
如
く
、
よ
う
せ
ず
ば
、
主
従
の
如
き
傾
き
あ
る
夫
妻
感
に

て
、
殊
に
舅
姑
な
ど
の
在
り
た
ら
ん
に
は
、
い
か
に
、
其
妻
な
る
人
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の
、
心
苦
し
ぞ
覚
ゆ
べ
き
な
ど
も
思
は
れ
き
。

下
田
の
感
想
は
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
家
父
長
制
度
的
家
庭
環
境
の
中
で

は
保
育
が
母
の
責
任
で
あ
れ
ば
、
不
在
時
の
怪
我
で
あ
っ
て
も
そ
の
責
任
は

母
に
あ
り
、
そ
の
不
在
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
子
供
の
看
病

の
た
め
に
夫
が
仕
事
か
ら
早
く
帰
る
な
ど
、
妻
の
不
徳
と
責
め
ら
れ
る
事
態

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
を「
主
従
の
如
き
傾
き
の
あ
る
夫
妻
感
」

と
言
い
切
れ
る
下
田
で
も
、
心
苦
し
く
思
う
程
、
人
々
の
中
に
染
み
つ
い
て

い
る
伝
統
的
な
日
本
の
家
族
観
で
あ
り
、
母
親
の
責
任
の
捉
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
欧
米
に
お
い
て
は
、
夫
婦
は
対
等
の
関
係
で
あ
り
、
家
庭
内
で
の

役
割
分
担
は
あ
っ
て
も
、
ま
ず
「
子
供
に
対
し
て
の
責
任
」
が
明
確
に
存
在

し
、「
責
任
」
の
第
一
の
保
持
者
（
母
親
）
が
不
在
の
場
合
は
、
そ
の
「
責
任
」

は
別
の
者
（
父
親
）
へ
き
ち
ん
と
引
き
継
が
れ
、
そ
の
時
、
子
供
の
一
番
近

く
に
存
在
す
る
大
人
（
親
）
が
自
身
の
責
任
を
自
覚
し
負
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
母
親
の
責
任
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
明
確
化
さ
れ
、
実
際
の

「
責
任
」
が
不
透
明
な
状
態
に
陥
る
日
本
的
な
責
任
の
捉
え
方
と
は
全
く
異

な
る
も
の
で
あ
る
。

4
．「
子
女
教
育
」

「
小
児
保
育
」
の
章
で
も
詳
細
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
た
が
、「
子
女
教

育
」の
章
は
倍
以
上
の
ペ
ー
ジ
数
が
割
か
れ
て
い
る
。「
小
児
保
育
」の
章
で
、

「
人
の
妻
た
る
者
は
、
必
ず
先
づ
、
人
の
母
た
る
に
差
し
仕
へ
無
き
迄
の
、

教
育
を
受
け
た
る
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
能
は
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
教
育
の
内

容
こ
そ
、「
子
女
教
育
」
に
て
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
小
児
保

育
」
と
「
子
女
教
育
」
と
で
構
成
さ
れ
る
「
家
庭
教
育
」
だ
が
、
そ
の
比
重
は

「
子
女
教
育
」
の
方
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
本
書
の
構
成
か
ら
う

か
が
え
る
。

子
女
の
教
育
は
、
實
は
、
其
母
な
る
人
が
、
最
も
重
き
責
任
と
心
得

て
、
こ
の
點
に
力
を
用
ふ
る
こ
と
極
め
て
少
な
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
女

子
は
も
と
よ
り
、
男
子
に
在
り
て
も
、
小
學
年
齢
の
頃
は
、
無
論
、
母

の
手
に
一
任
し
て
、
其
す
べ
て
を
統
括
し
、
な
ほ
進
め
る
は
中
學
程
度

の
、
大
學
に
入
り
た
る
者
さ
へ
、
往
々
そ
が
方
針
、
又
は
種
々
の
事
に

就
き
、
母
親
に
相
談
す
る
も
あ
る
程
な
れ
ば
、
女
子
の
教
育
は
、
専
ら

母
の
責
務
に
属
す
る
は
、
今
更
に
言
を
俟
た
ず
。
然
れ
ど
も
、
自
由
を

尊
ぶ
、
彼
の
國
の
風
と
し
て
、
子
女
丁
年
に
達
し
た
る
上
は
、
縦
令
、

父
母
の
斯
く
あ
ら
ま
ほ
し
と
、
希
ふ
事
あ
り
て
も
、
命
令
的
に
、
彼
等

を
し
て
、
其
意
向
に
從
は
し
む
る
が
如
き
事
無
し
。（p. 58

）

欧
米
の
家
庭
教
育
の
方
法
は「
単
純
な
る
家
庭
教
育
」と「
補
充
的
家
庭
教

育
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
母
親
が
家
庭
教
師
を
選
び
、
家

庭
で
教
育
す
る
と
い
う
も
の
で
、
後
者
は
学
校
に
入
れ
て
そ
の
補
充
的
教
育

を
家
庭
が
担
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
女
子
は
前
者
、
男
子
は
後
者
の
方
法

を
採
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、「
小
学
時
代
は
往
々
家
庭
に
於
い
て
の
み
、

教
育
す
る
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
。」と
い
う
の
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。
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「
家
庭
教
師
」
の
選
択
は
母
親
の
責
任
の
も
と
に
行
わ
れ
る
。
幼
児
・
小

学
の
場
合
は
一
名
の
教
師
が
全
科
を
受
け
も
つ
が
、
上
流
階
級
の
家
庭
に

お
い
て
は
、
各
種
の
語
学
を
教
え
る
た
め
に
「
た
と
へ
ば
英
國
な
れ
ば
、

佛 

獨 

伊
國
の
女
子
を
聘
し
て
、
三
ヶ
国
の
語
を
学
ば
し
む
る
等
の
事

も
」
あ
る
。
年
齢
が
進
む
と
専
門
の
学
者
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

音
楽
・
語
学
の
場
合
は
必
ず
専
門
家
を
教
師
と
し
て
選
ぶ
と
い
う
の
が
常
の

よ
う
だ
。

こ
の
家
庭
教
師
に
求
め
ら
れ
る
の
は
学
力
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
性
格
や

振
る
舞
い
も
大
切
な
要
因
と
し
て
母
親
は
家
庭
教
師
を
選
ぶ
。
下
田
は
驚
く

べ
き
こ
と
と
し
て
、
教
師
の
子
供
に
対
す
る
言
葉
遣
い
を
挙
げ
て
い
る
。

彼
は
其
父
母
の
生
の
子
を
呼
ぶ
が
ご
と
く
、
単
に
其
名
を
呼
び
捨
て
に

し
、
命
令
的
の
語
を
以
て
、
子
女
に
も
の
云
ふ
め
り
。（
勿
論
、
学
校

に
て
も
、
年
少
子
女
に
對
に
す
る
に
教
師
の
詞
は
、
父
母
の
子
に
對
す

る
と
、
大
抵
同
一
た
る
な
り
）是
れ
を
わ
が
國
の
詞
に
直
し
て
云
へ
ば
、

梅
子
、
こ
の
本
を
お
讀
み
。
太
郎
、
あ
の
筆
を
持
つ
て
お
出
で
、
等
の

類
ひ
の
ご
と
し
。
而
し
て
、
子
女
が
、
若
し
、
教
師
の
命
令
を
背
き
、

又
は
怠
惰
に
し
て
、
し
ば
〳
〵
學
び
た
る
こ
と
を
忘
る
ゝ
が
如
き
事
あ

る
時
に
は
、
教
師
は
遠
慮
な
く
、
彼
等
に
命
じ
て
、
罰
則
に
も
あ
て
、

或
ひ
は
、
大
い
に
訓
戒
の
語
を
も
與
る
な
り（p. 66–67

）

こ
れ
は
「
母
親
の
責
任
の
範
囲
」
と
「
教
師
の
責
任
の
範
囲
」
と
が
明
確
に

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
教
師
は
母
親
に
す
ら
一
歩
も
引
か

な
い
と
い
う
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
と
母
親
は
常
に
綿
密
に
打
ち
合
わ

せ
を
し
、
信
頼
の
も
と
に
教
育
は
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
母
親
の
方
も
、
教

師
の
教
え
方
に
不
満
が
あ
る
際
は
、
自
身
の
不
満
は
子
供
に
は
覚
ら
れ
な
い

よ
う
に
、
忠
告
を
し
た
り
、
希
望
や
考
え
を
伝
え
る
が
、
ど
う
し
て
も
不
満

が
解
消
さ
れ
な
い
場
合
は
教
師
を
解
雇
す
る
場
合
も
あ
る
。
お
互
い
が
信
頼

の
も
と
そ
の
責
任
を
遂
行
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
雇
用
関
係
が
あ
る
以
上
、

教
師
の
方
が
主
体
的
に
信
頼
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雇
用
さ

れ
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
子
女
に
対
し
て
十
分
な
威
厳
を
保
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
家
庭
教
師
の
在
り
方
を
、「
給み

や
づ
か
へ事
」
の
よ
う
で
あ
る
と
下
田
は

例
え
て
い
る
。

「
補
充
的
家
庭
教
育
」
に
お
い
て
も
母
親
は
「
子
女
教
育
」
の
主
体
性
を
失

う
こ
と
は
な
い
。

子
女
學
齢
に
達
す
れ
ば
、
母
親
は
、
先
づ
其
子
女
の
為
に
、
然
る
べ
き

學
校
を
選
び
て
、
入
學
せ
し
め
、
己
れ
、
し
ば
〳
〵
、
學
校
を
参
観
し

て
、
授
業
の
も
や
う
、
及
び
、
其
進
歩
の
形
状
を
も
、
按
じ
て
、
補
ふ

べ
き
は
補
ひ
、
足
す
べ
き
は
足
し
、
其
勤
る
を
褒
め
て
、
其
怠
る
を
戒

し
め
、
専
ら
、
そ
が
體
育
と
徳
育
と
に
、
缺
點
あ
ら
し
め
じ
と
希
ふ

は
、
是
れ
、
補
充
的
家
庭
教
育
の
精
神
な
る
が
ご
と
し
。（p80

）

学
校
参
観
、
授
業
参
観
は
一
か
月
に
一
、二
回
は
行
い
、
そ
の
際
に
は
、

校
長
や
教
師
と
面
談
も
す
る
。
学
校
で
の
様
子
、
家
庭
で
の
様
子
、
そ
れ
ぞ

れ
を
共
有
し
、
補
充
的
家
庭
教
育
を
実
践
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
母
親
が
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す
べ
き
子
女
教
育
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
。

日
本
の
教
育
観
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
教
育
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の

影
響
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
泰
西
の
文
明
は
、
み
な
一
つ
に
宗
教
そ
の
も

の
よ
り
、
来
る
。」「
社
会
の
徳
義
、
社
会
の
制
裁
す
べ
て
、
こ
れ
よ
り
生
ぜ

ざ
る
も
の
無
し
。」
と
、
欧
米
に
お
け
る
社
会
規
範
や
文
明
文
化
に
至
る
ま

で
、
そ
の
根
底
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
必
ず
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日

本
の
子
女
教
育
を
考
え
る
う
え
で
も
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
治

以
降
の
日
本
の
女
子
教
育
の
普
及
に
は
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
を
は
じ
め
と
す

る
、
外
国
人
教
育
者
た
ち
に
よ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
女
学
校
設
立
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
欧
米
的
教
育
を
支
え
る
、
社
会

規
範
の
根
底
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
観
こ
そ
、
下
田
が
日
本
的
教
育
と

の
違
い
と
し
て
本
テ
ク
ス
ト
で
述
べ
た
か
っ
た
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
以
降
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

5
．「
泰
西
所
見 

家
庭
教
育
」か
ら
見
え
る
下
田
歌
子
の「
家
庭
教
育
」観

「
小
児
保
育
」「
子
女
教
育
」
と
詳
細
に
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
下
田

の
「
家
庭
教
育
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
本
テ
ク
ス
ト
は
、

欧
米
視
察
で
の
見
聞
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
下
田
の
主
観
は
随
所
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
が
、
本
テ
ク
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
欧
米
視
察
の
体
験
を
ま
と

め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
下
田
が
本
書
で
あ
げ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
、

や
は
り
、
下
田
の
「
家
庭
教
育
」
に
お
け
る
自
身
の
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い

2

る
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
テ
ク
ス
ト
発
行
以
前
の
明
治
三
十
年
三
月

に
同
文
館
よ
り
発
行
さ
れ
た『
家
庭
要
訓
』の
目
次
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
） 

主
婦
の
つ
と
め

（
二
） 

老
人
の
取
扱
ひ

（
三
） 

小
児
の
取
扱
ひ

（
四
） 

親
戚
朋
友
の
取
扱
ひ

（
五
） 

婢
僕
の
取
扱
ひ

（
六
） 

病
人
の
取
扱
ひ

（
七
） 

金
銭
の
取
扱
ひ

（
八
） 

衣
服
に
就
き
て
の
注
意

（
九
） 

飲
食
に
就
き
て
の
注
意

（
十
） 

住
居
に
就
き
て
の
注
意

（
十
一
） 礼
式
に
就
き
て
の
注
意

（
十
二
） 書
信
、
音
物
に
就
き
て
の
注
意

あ
わ
せ
て
、「
緒
言
」は
以
下
の
と
お
り
に
書
か
れ
て
い
る
。

 

此
書
は
、
余
が
公
務
の
余
暇
、
家
塾
に
在
る
人
、
及
び
、
友
達
の
息

女
な
ど
の
、
新
た
に
人
に
嫁
ぐ
と
て
、
訪
ら
ひ
来
る
ど
も
の
、
い
か

で
、
一
家
の
主
婦
と
な
り
て
、
其
、
日
常
、
言
ひ
行
ふ
べ
き
萬
づ
の
事

に
就
き
て
の
心
用
ひ
を
、
教
へ
聞
え
て
よ
と
、
切
ち
に
、
そ
ゞ
ろ
の
か
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さ
れ
た
る
折
に
、
或
い
は
、
口
づ
か
ら
、
云
ひ
或
は
、
筆
に
も
記
し
て

参
ら
せ
た
る
が
、
漸
ゝ
斯
く
は
積
り
た
る
な
り
。
さ
る
を
今
度
、
わ
が

友
の
、
聞
出
で
ゝ
、
同
じ
く
は
、
梓
に
上
せ
て
、
同
じ
心
な
ら
ん
人
に

も
見
せ
よ
か
し
と
云
は
る
ゝ
儘
に
、
さ
ら
ば
と
、
彼
是
を
取
り
集
め
、

其
足
ら
ざ
る
と
添
へ
、
不
用
な
る
を
削
り
な
ど
し
て
、
や
が
て
、
一
巻

と
は
な
し
つ
る
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
こ
は
、
其
始
め
は
、
う
ち
〳
〵

に
、
自
か
ら
、
打
ち
思
ふ
ま
ゝ
を
、
た
ゞ
あ
り
に
、
談
り
も
し
書
き
も

し
た
る
な
れ
ば
、
己
さ
へ
、
最
と
飽
か
ず
覚
ゆ
る
ふ
し
の
み
多
か
る

を
、
事
の
心
知
ら
ざ
ら
ん
人
の
前
に
、
ふ
と
取
り
出
で
ん
事
の
、
最
と

う
た
て
く
も
耻
し
く
も
覚
ゆ
る
も
の
か
ら
、
さ
り
と
て
、
ま
さ
に
、
受

け
引
き
つ
る
事
を
、
又
、
今
更
に
い
か
ゞ
は
せ
ん
。
さ
れ
ど
、
此
巻
の

中
に
在
る
事
ど
も
は
、
さ
ら
〳
〵
、
机
上
燈
火
の
空
談
、
冗
語
に
は
あ

ら
で
、
み
な
我
が
そ
の
か
み
、
家
営
み
そ
め
た
る
頃
に
、
い
み
じ
う
為

な
し
け
り
と
、
嬉
し
み
思
ひ
し
事
、
或
は
浅
間
し
う
、
過
ち
て
け
り

と
、
耻
思
ひ
、
且
は
、
口
惜
う
も
、
歎
か
し
う
も
、
詫
び
あ
へ
り
し
ど

も
を
追
想
し
、
又
、
人
の
上
に
就
き
て
も
、
あ
ら
ま
ほ
し
と
も
、
さ
る

ま
じ
き
事
と
も
、
側
ら
目
に
、
打
ち
思
ひ
つ
る
こ
と
を
、
実
地
に
就
き

て
、
聞
え
ご
ち
た
る
な
れ
ば
、
憂
節
知
ら
ぬ
、
な
よ
竹
の
、
ま
だ
、
世

馴
れ
ぬ
程
の
、
す
さ
び
に
、
取
り
て
、
参
考
の
一
端
と
も
せ
ら
れ
な

ば
、
誠
に
、
本
意
あ
る
限
り
な
り
か
し
。

「
緒
言
」
で
下
田
が
説
明
す
る
と
お
り
、『
家
庭
要
訓
』
は
新
た
に
嫁
ぐ
人

が
一
家
の
主
婦
と
し
て
、
日
常
に
お
い
て
行
う
べ
き
こ
と
を
ま
と
め
た
書
で

あ
る
。『
家
庭
要
訓
』の
中
で
、
家
庭
教
育
に
あ
た
る
部
分
は「（
三
）小
児
の

取
扱
ひ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
新
生
児
の
保
育
方
法
か
ら
学
校
教
育
を
受

け
る
ま
で
を
範
囲
と
し
て
、
育
児
と
教
育
の
方
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

中
で
は
、
す
で
に「
生
母
の
乳
を
与
う
る
こ
と
能
は
ざ
る
場
合
に
於
い
て
は
、

牛
乳
を
以
て
、
人
工
哺
育
を
為
す
事
あ
り
。」
と
、
欧
米
の
子
育
て
の
主
流

と
し
て
紹
介
し
て
い
た
「
牛
乳
哺
育
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
文
章
は

次
の
よ
う
に
続
く
。

こ
は
、
其
繁
忙
な
る
人
、
又
は
、
虚
弱
な
る
者
の
為
に
は
、
大
い
に
便

利
な
る
べ
し
と
雖
も
、
そ
の
乳
汁
の
、
極
め
て
善
良
な
る
も
の
を
選

び
、
其
薄
め
方
、
分
量
等
よ
り
、
哺
乳
器
の
洗
ひ
方
な
ど
に
就
き
て
、

充
分
な
る
注
意
を
要
す
べ
し
。（
若
し
、
最
良
の
牛
乳
を
得
る
こ
と
難

し
く
ば
、
極
め
て
信
用
あ
る
稠

コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
ク

厚
乳
を
選
び
用
ふ
る
に
勝
れ
り
。）

本
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
欧
米
の
家
庭
に
於
い
て
は
過
半
が
牛
乳
保
育
で

あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、『
家
庭
要
訓
』
に

お
い
て
は
、
牛
乳
保
育
の
利
便
性
と
と
も
に
、
注
意
点
も
あ
わ
せ
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。『
家
庭
要
訓
』
に
お
け
る
牛
乳
保
育
の
記
述
が
、
実
用
面
で
の

説
明
に
終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
欧
米
の
家
庭
で
牛
乳
保
育

が
主
流
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
土
壌
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違

い
が
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
テ
ク
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
欧
米
留
学

の
実
体
験
を
ま
と
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
下
田
が
本
テ
ク
ス
ト

で
明
確
に
し
た
か
っ
た
の
は
、
欧
米
の
家
庭
教
育
そ
の
も
の
よ
り
も
、
欧
米
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式
の
家
庭
教
育
を
成
ら
し
め
て
い
る
、
欧
米
人
の
家
庭
教
育
に
対
す
る
姿
勢

や
価
値
観
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
家
庭
お
よ
び
家
庭
教
育
の

東
西
に
お
け
る
意
識
の
違
い
を
下
田
は
常
に
頭
の
片
隅
に
置
き
、
日
本
の
女

子
教
育
を
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
教
育
面
に
お
い
て
は『
家
庭
要
訓
』

の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

凡
そ
、
児
童
の
教
育
に
二
種
類
あ
り
、
学
校
教
育
と
、
家
庭
教
育
と
、

こ
れ
な
り
。
而
し
て
、
家
庭
教
育
の
功
は
、
幼
児
が
為
に
は
、
尚
ほ
学

校
教
育
に
勝
る
も
の
あ
り
と
は
、
何
人
も
是
認
す
る
所
な
る
べ
し
、
就

中
、
徳
育
は
家
庭
の
薫
陶
を
以
て
、
最
も
其
重
き
に
居
る
も
の
と
し
、

智
育
は
学
校
の
教
導
を
以
て
、
重
し
と
す
な
り
。
さ
れ
ば
い
か
に
、
完

全
な
る
学
校
を
選
び
て
、
児
童
を
通
学
せ
し
め
た
り
と
も
、
そ
の
家
庭

若
し
不
完
全
に
し
て
、
そ
の
、
常
住
坐
臥
に
於
る
、
教
育
、
其
宜
し
き

を
得
ざ
る
時
は
、
不
世
出
の
俊
傑
、
天
品
の
英
才
た
る
に
あ
ら
ざ
る
以

上
は
、
決
し
て
、
正
義
の
志
士
、
有
徳
の
君
子
を
出
だ
す
事
あ
る
こ
と

少
な
し
。

こ
こ
か
ら
は
「
学
校
教
育
」
と
「
家
庭
教
育
」
と
の
役
割
が
は
っ
き
り
と
分

け
ら
れ
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
本
テ
ク

ス
ト
で
も
欧
米
に
お
け
る
「
学
校
教
育
」
と
「
家
庭
教
育
」
と
が
記
さ
れ
て
い

た
が
、
欧
米
に
お
い
て
は
、
幼
児
期
は
「
家
庭
教
育
」
に
よ
っ
て
教
育
を
行

い
、「
学
校
教
育
」を
受
け
る
時
期
に
達
し
て
以
降
は
、「
家
庭
教
育
」は「
学

校
教
育
」を
補
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
つ
も
母
親
は
、

家
庭
教
師
や
学
校
の
教
師
た
ち
と
の
連
携
を
密
に
と
り
、
我
が
子
の
教
育
の

舵
取
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
家
庭
要
訓
』
か
ら
読
み
解
く

限
り
、
下
田
は
、
就
学
児
に
対
す
る
家
庭
教
育
の
役
割
は
「
徳
育
」
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
に
知
的
教
育
を
施
し
て
も
、
徳
育
を
施
す

家
庭
が
不
完
全
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
は
大
成
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
徳
」
と
「
智
」
の
捉
え
方
も
東
西
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、「
徳
」
と
は
キ
リ
ス
ト

教
的
道
徳
心
を
指
す
。
子
供
は
胎
児
の
時
か
ら
、
母
親
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教

え
を
施
さ
れ
る
。
教
育
そ
の
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
心
に
沿
っ
て
行
わ

れ
て
い
る
。「
泰
西
の
文
明
は
、
み
な
一
つ
に
宗
教
そ
の
も
の
よ
り
、
来
た

る
。
故
に
、
宗
教
外
の
も
の
は
、
決
し
て
、
其
根
底
深
か
ら
ざ
る
な
り
。
さ

れ
ば
、
社
会
の
徳
義
、
社
会
の
制
裁
す
べ
て
、
こ
れ
よ
り
生
ぜ
ざ
る
も
の
無

し
。」（p. 107

）
と
生
活
そ
の
も
の
が
敬
神
の
精
神
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

対
し
て
日
本
に
お
け
る
「
徳
」
と
は
何
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。『
婦

人
常
識
の
養
成
』「
第
5
章 

婦
人
と
宗
教
」「
二
、
日
本
の
神
様
と
西
洋
の

神
様
と
」の
中
で
、
下
田
は「
神
」と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
義
の
違
い
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。

日
本
人
の
神
と
云
う
語
は
、
其
始
め
は
決
し
て
、
宗
教
的
神
の
意
義
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
は
頂
上
と
云
ふ
意
、
尊
敬
す
べ
き
者
と
云

ふ
意
で
御
座
い
ま
し
た
ら
、
そ
れ
で
国
を
治
め
て
人
民
に
大
恩
を
与

え
ら
る
ゝ
所
の
天
皇
陛
下
、
及
び
其
の
御
子
孫
は
因
よ
り
、
人
民
の
眼

3
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か
ら
仰
げ
ば
神
で
御
座
い
ま
し
て
、
即
ち
、
今
迄
も
尚
ほ
陛
下
を
ば
、

「
お
か
み
」
と
称
し
奉
た
り
、
封
建
時
代
で
は
藩
士
も
猶
藩
主
に
同
様

の
詞
を
用
ひ
来
た
り
ま
し
た
。
又
、
国
家
に
大
功
あ
り
て
、
日
本
の
國

を
安
泰
な
ら
し
め
た
所
の
古
英
雄
も
神
で
あ
り
、
忠
孝
の
道
に
よ
つ
て

天
地
を
感
動
さ
せ
た
人
々
も
、
亦
神
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
即
ち
日

本
人
の
所
謂
神
な
る
も
の
は
、
祖
先
崇
拝
の
情
、
英
雄
崇
拝
の
念
か
ら

起
こ
っ
た
も
の
で
御
座
い
ま
す
。
国
民
の
理
想
的
人
物
は
、
頓
て
神
で

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
神
と
信
ず
る
と
い
ふ
事
は
、
自
己
が
祖
先

を
尊
敬
し
、
自
己
の
理
想
的
人
物
を
崇
拝
す
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
其

れ
故
に
日
本
人
の
神
と
い
う
観
念
の
中
に
は
、
国
家
的
精
神
や
国
民
的

理
想
が
含
ま
れ
て
居
る
。
日
本
人
は
其
崇
拝
畏
敬
す
る
所
の
神
を
知
る

事
が
、
即
ち
日
本
の
国
民
性
を
知
り
又
自
分
の
行
ひ
の
標
本
を
得
る
事

に
な
る
の
で
御
座
い
ま
す
。（p. 102–103

）

こ
の
引
用
部
分
を
見
る
限
り
、「
徳
」
と
は
忠
孝
の
精
神
を
基
盤
と
す
る

祖
先
崇
拝
に
よ
る
国
家
的
精
神
、
国
民
的
理
想
に
由
来
し
、
そ
れ
ら
を
知

る
こ
と
で
「
自
分
の
行
ひ
の
標
本
を
得
る
事
」
が
「
徳
育
」
の
目
的
で
あ
る
と

下
田
は
考
え
て
い
た
、
と
推
察
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
「
徳
」
が
忠
孝
の

精
神
に
よ
る
と
す
る
考
え
は
、
下
田
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
明

治
二
十
三
年
の
『
教
育
勅
語
』
に
お
い
て
、「
我
カ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ

億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
世
々
厥
ノ
美
ヲ
濟
セ
ル
ハ
此
レ
我
カ
國
體
ノ
精
華
ニ
シ

テ
教
育
ノ
淵
源
亦
實
ニ
此
ニ
存
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
忠
孝
の
精
神
は
古
く

か
ら
日
本
に
お
け
る
道
徳
心
の
中
心
に
位
置
し
、
ま
た
、
明
治
期
に
あ
っ
て

は
教
育
の
根
源
と
さ
れ
て
い
た
。

下
田
が
目
指
し
た
女
子
教
育
は
、
実
践
的
な
教
育
に
よ
り
日
本
的
な
「
良

妻
賢
母
」
を
育
て
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
良
妻
賢

母
」
と
は
、
伊
藤
由
希
子
が
「
下
田
歌
子
の
「
良
妻
と
賢
母
」（
一
）」
で
指
摘

す
る
よ
う
に
体
制
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、「
好
ま
し

い
人
間
像
の
特
殊
的
具
現
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
普
遍
的
な
心
理
が

孕
ん
で
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
強
い
責
任
を

持
っ
て
家
庭
教
育
に
あ
た
る
欧
米
の
母
親
た
ち
の
姿
は
、
ま
さ
に
、
西
欧
に

お
け
る
「
良
妻
賢
母
」
の
姿
と
し
て
下
田
は
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

下
田
が
欧
米
視
察
の
中
で
強
く
感
じ
て
い
る
の
は
、
欧
米
の
子
女
教
育

が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
教
え
を
根
底
に
、
ゆ
る
ぎ
な
い
道
徳
心
と
愛
国
心
と
い

う
基
盤
の
上
に
知
性
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
と
、
そ
の
よ
う
な
教

育
に
対
し
て
母
親
が
強
い
責
任
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

下
田
は『
婦
人
常
識
の
養
成
』の
中
で「
国
家
の
存
立
す
る
限
り
は
、
教
育

と
云
ふ
も
の
は
、
国
民
教
育
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
自
分
は
信
ず
る
の
で
御

座
い
ま
す
。」（p. 120

）
と
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
言
が
体
制

的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
扱
わ
れ
る
要
因
で
も
あ
る
の
だ
が
、
下
田
の
経
歴

を
考
慮
す
る
と
、
皇
后
に
寵
愛
さ
れ
、
伊
藤
博
文
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
要

人
の
子
女
（
夫
人
）
教
育
を
自
身
の
教
育
家
と
し
て
の
出
発
点
と
す
る
下
田

に
と
っ
て
は
、
や
は
り
、「
教
育
」と
は
理
想
的
な
日
本
国
民
を
育
て
上
げ
る

こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
理
想
的
な
日
本
国
民
と
は
、
そ
の

4
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知
性
と
道
徳
心
お
よ
び
愛
国
心
を
も
っ
て
、
日
本
の
未
来
を
担
う
人
間
で
あ

り
、「
子
女
教
育
」
と
は
そ
の
よ
う
な
国
民
教
育
を
行
う
こ
と
で
あ
る
と
同

時
に
、
家
庭
に
お
い
て
そ
の
国
民
教
育
を
実
行
し
て
い
く
「
日
本
の
母
」
を

育
て
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
書
に
お
い
て
、
何
度
も
欧
米
の
母
親
の

強
い
責
任
感
を
述
べ
る
の
は
、
そ
の
対
義
語
と
し
て
の
「
日
本
の
母
」
を
強

く
意
識
し
て
い
る
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
本
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
「
家
庭
教
育
」
の
目
的
は
、
ま
ず
は
「
母
」
と
し
て
子
供
を
養
育
で
き
る

女
性
を
育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
「
母
」
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
を
育
て

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
に
即
し
て
西
欧
と
対
比
す
る
日
本
の
「
家
庭

教
育
」
を
考
察
す
る
下
田
に
は
、
体
制
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
「
良
妻

賢
母
」は
想
定
し
て
い
な
い
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6
．
お
わ
り
に

本
論
で
は
、『
泰
西
所
見 

家
庭
教
育
』
を
詳
細
に
読
む
こ
と
を
心
が
け

た
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
の
は
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
教
育
の
根
底
に
あ

る
、「
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
心
」
と
「
忠
孝
を
基
盤
と
す
る
儒
教
的
道
徳
心
」

と
の
対
比
で
あ
る
。
女
子
教
育
は
、
教
育
に
よ
っ
て
女
性
の
社
会
的
地
位
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
育
を
支
え
る

社
会
的
規
範
や
価
値
観
は
、
日
本
と
欧
米
で
は
明
確
に
違
い
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
違
い
を
認
識
し
た
う
え
で
、
下
田
は
日
本
的
規
範
と
価
値
観
を
も
っ

て
女
子
教
育
の
普
及
に
努
め
た
の
で
あ
る
。『
良
妻
と
賢
母
』
下
編
「
第
二

章 

何
を
か
賢
母
と
い
ふ
」
の
中
の
「
二 

賢
母
な
る
も
の
ゝ
東
西
の
評
定
」

5

は
、
東
西
の
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
立
場
の
違
い
を
端
的
に
書
き
あ
ら
わ
し

て
い
る
。

 

東
洋
で
も
、
従
来
、
上
流
社
会
に
於
い
て
こ
そ
、
生
母
嫡
母
な
ど
の

複
雑
な
も
の
が
あ
つ
た
故
に
、
賢
母
な
る
も
の
ゝ
色
別
が
、
多
少
異
つ

て
居
た
に
も
せ
よ
。
其
母
が
其
子
を
教
へ
且
戒
め
育
て
助
け
て
善
を
勧

め
悪
を
懲
し
名
を
揚
げ
業
を
成
さ
し
め
た
効
果
を
見
て
、
そ
し
て
賢
母

な
る
評
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
点
に
於
い
て
は
、
古
今
東

西
、
格
別
変
つ
た
事
は
無
い
の
で
あ
る
。

 

け
れ
ど
も
一
体
婦
人
界
の
状
態
は
、
大
分
東
洋
と
西
洋
と
に
は
相
違

が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
西
洋
の
婦
人
界
は
妻
の
舞
台
で
あ
つ
て
、
東
洋

の
婦
人
界
は
母
の
舞
台
で
あ
る
。
其
れ
は
西
洋
の
社
会
に
、
夫
婦
を
以

て
一
体
と
し
、
そ
の
一
体
か
ら
し
て
、
万
物
は
分
か
れ
出
づ
る
も
の
と

説
い
た
か
ら
、
夫
婦
の
徳
義
が
社
会
の
徳
義
の
源
な
り
と
認
め
て
、
一

夫
一
婦
の
清
く
固
い
愛
情
か
ら
し
て
親
子
の
愛
も
同
胞
の
愛
も
、
み
な

湧
き
出
づ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
其
愛
の
本
尊
で
あ
つ
て
、

家
庭
の
女
王
た
る
女
子
は
勢
ひ
、
其
家
庭
に
も
社
会
に
も
勢
力
を
持
つ

て
る
道
理
で
あ
る
。
然
る
に
、
東
洋
で
は
孝
は
百
行
の
本
と
い
ひ
、
孝

を
以
て
道
徳
の
根
源
と
教
へ
た
か
ら
、
親
の
権
力
は
無
上
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
武
断
主
義
の
行
は
れ
て
社
会
に
於
い
て
は
、
不
道
の
子
は
親
の

手
で
殺
し
て
も
差
し
仕
へ
無
い
事
と
迄
に
な
つ
て
居
た
。
其
位
で
あ
る

か
ら
、
母
親
の
権
力
は
甚
だ
重
く
認
め
ら
れ
た
。（p. 28–29

）
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下
田
は
、
家
庭
を
夫
婦
中
心
と
し
て
捉
え
る
欧
米
と
、「
家
」
と
し
て
捉

え
る
日
本
の
違
い
を
「
妻
の
舞
台
」「
母
の
舞
台
」
と
い
う
言
葉
で
的
確
に
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
文
を
読
む
と
、
欧
米
の
母
の
強
い
責
任
感
は
、「
家
庭

の
女
王
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
母
は
、「
親
」
で
あ
る
が
た
め
に
、

そ
の
責
任
を
持
つ
と
い
う
構
図
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
の
違
い
は
、
本
論

で
見
て
き
た
、
東
西
の
家
庭
教
育
に
対
す
る
母
の
姿
勢
の
違
い
そ
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、「
２
．「
家
庭
教
育
」
の
目
的
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
下

田
は
東
西
の
違
い
を
明
確
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
西
欧
的
家
庭
教
育
の
優
れ

た
点
を
自
身
の
教
育
論
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。

筆
者
は
拙
稿
の
中
で
、
鷗
外
と
下
田
の
共
通
点
と
し
て
東
西
を
俯
瞰
す
る
眼

差
し
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ
た
。
本
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
、

下
田
は
欧
米
の
家
庭
教
育
へ
の
言
論
を
通
し
て
、
日
本
の
家
庭
教
育
と
の
明

確
化
を
図
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
下
田
は
東
西
の
教
育
観

の
明
確
化
を
図
る
こ
と
で
、
排
他
的
に
日
本
独
自
の
教
育
に
固
執
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
『
婦
人
常
識
の
養
成
』
の
中
で
、「
時
代
の
要
求
す
る
婦

人
」
の
姿
と
し
て
、
西
洋
化
に
お
け
る
急
進
派
と
保
守
派
に
対
し
て
、
折
衷

主
義
を「
緊
要
な
説
」と
し
て
捉
え
て
い
る
。

一
方
に
は
日
本
の
国
家
と
し
て
、
此
迄
に
歴
史
的
に
経
て
来
た
所
の
、

純
粋
の
性
質
が
あ
り
、
又
一
方
に
は
、
世
の
推
し
移
り
か
ら
し
て
、
新

空
気
を
呼
吸
す
る
所
の
国
民
と
し
て
何
う
し
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
要

点
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
新
に
奔
ら
ず
旧
に
偏
せ

ず
、
東
西
古
今
に
通
じ
て
、
其
中
の
最
も
美
は
し
い
点
を
取
り
、
最
も

6

大
切
な
る
部
分
を
挙
げ
て
、
之
れ
で
以
て
日
本
の
女
子
の
品
性
と
智
識

と
を
高
め
や
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。（p. 26

）

下
田
の
描
く
女
子
教
育
は
、
下
田
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
国
民
教
育
で

あ
り
、
日
本
的
な
「
良
妻
賢
母
」
を
育
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下

田
の
い
う
「
良
妻
賢
母
」
が
絶
対
的
な
体
制
主
義
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

そ
れ
は
時
代
的
な
潮
流
と
し
て
の
「
良
妻
賢
母
思
想
」
と
の
合
致
そ
れ
自
体

は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
下
田
の
「
良
妻
賢
母
」
と
は
、
西
欧
的
な
も

の
の
対
義
語
と
し
て
の
東
洋
的
な
女
性
の
社
会
的
意
義
を
示
す
言
葉
で
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
社
会
的
意
義
と
は
、
日
本
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的
地
位
向

上
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
は
近
代
化
の
中
で
、
女
性
の
「
母
性
」

に
対
し
て
崇
拝
す
べ
き
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
第
二
次
世
界
大

戦
に
お
い
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
下
田
の
「
良
妻
賢
母
」
と
体
制
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の

「
良
妻
賢
母
思
想
」に
つ
い
て
の
比
較
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
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A Perusal of Utako Shimoda’s “Taiseishoken Home Education”

KAMIKI Manami

This text is written about the realities of Western home education along with some examples Ms. 

Shimoda had actually experienced. It is a combination of the objective facts of Western home education 

and her subjective opinion. Her subjective point of view makes it possible for readers to understand how 

to adapt some methods of Western home education to the Japanese equivalent instead of pushing it on 

them. Reading “Taiseishoken Home education” in detail shows us the comparison between the morality 

based on Christianity and the morality based on Confucianism which was founded on loyalty and filial 

piety. Those moralities underly both Western and Asian home education. Female education is presupposed 

to improve women's social status. However, social standard and value which support it are clearly different 

in Western and Japanese societies. Ms. Shimoda understood the differences and tried to spread female 

education to follow Japanese standards and values. The female education Ms. Shimoda illustrated was 

national education and training which we call “being a good wife and wise mother.” However, according 

to Ms. Shimoda “a good wife and wise mother” was not completely systematic. It is undeniable that this 

thinking matches with the ideology of “a good wife and wise mother” in the trend of the times, Her idea 

of “a good wife and wise mother” shows the social significance of the Asian wife and mother by comparing 

them with the Western notion of them. The words “a good wife and wise mother” find value in Japanese 

motherhood even in times of Japanese modernization and this expression of thoughts attempt to improve 

the status of female.


