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は
じ
め
に

日
刊
『
平
民
新
聞
』
は
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
二
月
二
三
日
発
行
の

第
三
二
号
に
お
い
て
「
妖
婦
下
田
歌
子
!!!
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
、「
今	

日
の
女
学
生
が
理
想
し
て
措
か
ざ
る
下
田
歌
子
」
を
、
こ
れ
か
ら
「
妖
婦
」

「
毒
婦
」
と
し
て
描
い
て
い
く
と
予
告
し
た
。
そ
し
て
翌
二
四
日
よ
り
第

七
四
号
（
四
月
一
三
日
）
ま
で
、
四
一
回
に
わ
た
っ
て
「
妖
婦
下
田
歌
子
」
を

連
載
し
、
下
田
歌
子
は
個
人
攻
撃
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
日
刊
『
平
民

新
聞
』は
第
七
五
号（
四
月
一
四
日
）を
も
っ
て
最
終
号
と
な
る
が
、
最
終
号

に
は
「
下
田
歌
子
を
葬
る
」
と
い
う
記
事
が
載
り
、「
多
く
の
平
民
の
女
を
賊

し
つ
ヽ
あ
る
虚
栄
心
の
権
化
、
下
田
歌
子
に
文
字
の
爆
裂
弾
を
投
じ
て
彼
女

を
精
神
的
に
虐
殺
す
る
の
志
を
更
へ
ざ
る
べ
し
」
と
、
そ
の
文
章
を
締
め
く

く
っ
て
い
る
。

こ
の
連
載
記
事
自
体
は
、
有
名
人
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な
ど
を
盛
ん
に
取
り

あ
げ
、
そ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
営
業
拡
大
し
て
い
た
暴
露
新
聞
の

記
事
と
同
じ
く
、
品
位
を
欠
い
た
、
根
拠
の
あ
い
ま
い
な
暴
露
記
事
で
し
か

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
力
学
の
観
点
か
ら
の
把

握
（
前
田 

一
九
七
五
、
山
本 

一
九
九
九
）
や
明
治
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
と
す
る
指
摘
（
赤
塚 

一
九
九
五
）
が
あ
る
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
前
田（
一
九
七
五
）は
、
日
刊『
平

民
新
聞
』
の
狙
い
が
「
彼
女
（
下
田
―
引
用
者
）
の
醜
聞
を
ダ
シ
に
伊
藤
博
文

を
は
じ
め
と
す
る
明
治
政
府
の
実
力
者
の
堕
落
と
頽
廃
を
読
者
に
印
象
づ
け

る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
問
題
は
、
な
ぜ
下
田
が
ダ
シ
に
使

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
論
で

は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
下
田
へ
の
個
人
攻
撃
が
行
わ
れ
た
当
時
、

女
学
生
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
も
本
格
化
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
下
田
叩
き

も
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
、
女
性
が
新
聞
や
雑
誌
な
ど
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の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
社
会
的
に
激
し
く
叩
か
れ
た
こ
と
は
何
度
も
あ
り
、

主
な
も
の
で
も
五
つ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
に
は
本
論
で
検
討

す
る
一
九
〇
〇
年
代
に
お
け
る
女
学
生
や
下
田
歌
子
に
対
す
る
も
の
、
二
つ

に
は
一
九
一
〇
年
代
前
半
に
起
き
た
、『
青
鞜
』
に
集
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
新

し
い
女
」
に
対
す
る
も
の
、
三
つ
に
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
モ
ダ

ン
・
ガ
ー
ル
に
対
す
る
も
の
、
四
つ
に
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
あ
っ
た
、

四
年
制
の
共
学
大
学
に
進
学
し
た
女
性
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
女
子
学
生
亡
国

論
、
そ
し
て
五
つ
に
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
起
き
た
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ

運
動
に
参
加
し
た
女
性
た
ち
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
バ
ッ
シ
ン

グ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、「
男
の
も
の
」と
さ
れ
て
い
た
中
等
教
育
や
高
等

教
育
を
受
け
る
女
性
、
し
か
も
例
外
的
に
許
容
さ
れ
た
少
数
の
エ
リ
ー
ト
女

性
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
数
が
増
え
、
そ
の
存
在
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た

女
性
た
ち
で
あ
り
、
女
性
規
範
に
反
し
た
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
、
女
性
の

解
放
を
主
張
し
た
女
性
た
ち
や
、
下
田
の
よ
う
に
社
会
の
第
一
線
で
活
躍
す

る
女
性
で
あ
っ
た
。
男
性
は
、
個
人
的
に
誹
謗
中
傷
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
男
と
い
う
性
の
ゆ
え
に
社
会
か
ら
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
男
女
非
対
称
な
関
係
性
が
こ
こ
に
現
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
〇
〇
年
代
の
女
性
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
最
初
の
本
格
的
な
女
性
叩

き
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
女
学
生
だ
け
で
な
く
、
下
田
歌
子
と
い
う
女

子
教
育
界
の
重
鎮
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
特
筆
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
バ
ッ
シ
ン
グ
を
行
っ
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
暴
露

記
事
で
売
っ
て
い
た
新
聞
だ
け
で
な
く
、
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ

て
い
た
日
刊
『
平
民
新
聞
』
や
教
員
を
主
な
読
者
と
す
る
教
育
雑
誌
で
あ
る

『
教
育
時
論
』も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
批
判
が
女
学
生
や
下
田
歌
子
に
対
し
て
行
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
批
判
を
生
み
出
し
た
社
会
的
背
景
と
は
何

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

論
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
で
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
真
偽
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
バ
ッ
シ
ン
グ
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か
、

そ
の
歴
史
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
二
〇

世
紀
初
頭
の
日
本
に
お
い
て
女
性
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

一 

女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ

（
一
）萌
芽
と
し
て
の
一
八
八
〇
年
代
後
半

女
学
生
に
対
す
る
批
判
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
突
如
な
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
そ
の
前
触
れ
と
い
い
う
る
も
の
が
、
規
模
は
小
さ
い
も
の
の

一
八
八
〇
年
代
後
半
に
起
き
て
い
る
。

一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
に
鹿
鳴
館
が
完
成
し
、
条
約
改
正
を
め
ざ
し

た
欧
化
主
義
の
時
代
の
幕
が
開
い
た
が
、
そ
れ
は
女
性
に
と
っ
て
は
、
女
性

改
良
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
、
私
立
学
校
を
中
心
に
女
学
校
が
設
立
さ
れ

て
い
く
時
代
の
到
来
を
意
味
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
男
子
の
中
学
校
に

比
べ
れ
ば
女
学
校
の
数
は
か
な
り
少
な
く
、
ま
た
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
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年
の
高
等
女
学
校
令
公
布
後
に
公
立
高
等
女
学
校
が
本
格
的
に
設
立
さ
れ

て
い
く
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
欧
化
主
義
の
風

潮
の
下
で
女
子
教
育
熱
が
興
り
、
次
第
に
女
学
生
の
数
も
増
え
て
い
っ
た
。

『
学
制
百
年
史 
資
料
編
』
に
よ
れ
ば
、
高
等
女
学
校
本
科
の
生
徒
数
は
、

一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
六
一
六
人
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
八
八
七

（
明
治
二
〇
）
年
に
は
二
三
六
三
人
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
年
に
は

三
二
七
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
女
学
生
の
増
加
と
歩
調
を
合
わ
せ
る

か
の
よ
う
に
、
女
学
生
に
対
す
る
批
判
的
言
辞
も
登
場
し
、
女
学
生
の
風
儀

が
問
題
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

村
上
信
彦
に
よ
れ
ば
、「
明
治
二
二
、二
三
年
…
…
の
頃
の
新
聞
で

女
学
生
攻
撃
の
記
事
を
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」（
村

上 

一
九
七
七 

二
三
七
頁
）
の
が
実
情
で
あ
り
、
女
学
生
の
品
行
の
悪
さ
、

さ
ら
に
は
女
学
生
の
間
で
の
花
柳
病
の
蔓
延
ま
で
が
書
き
立
て
ら
れ
て
い
っ

た
と
い
う
。『
教
育
時
論
』
で
も
い
く
つ
か
の
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
、「
高

等
女
学
校
の
醜
聞
以
来
、
官
立
私
立
と
も
女
学
校
の
取
締
は
、
幾
分
か
鄭
重

と
な
り
た
れ
ば
、
何
れ
も
女
学
校
生
徒
の
風
儀
は
少
し
く
改
ま
り
た
る
が
如

し
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
女
学
生
に
は
種
々
の
醜
聞
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
た
。
ま
さ
に
稲
垣
恭
子
が
言
う
よ
う
に
、「
鹿
鳴
館
的
な
社
交
や
男
女
交

際
へ
の
反
感
」
と
し
て
女
学
校
と
女
学
生
に
対
す
る
批
判
が
生
ま
れ
、「
女

学
生
の
品
行
を
め
ぐ
る
風
聞
が
捏
造
を
含
め
て
絶
え
間
な
く
生
産
さ
れ
、
そ

の
内
容
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
」（
稲
垣 

二
〇
〇
一 

二
六
七
頁
）
の

で
あ
る
。

し
か
も
性
に
関
わ
る
批
判
だ
け
で
な
く
、『
教
育
時
論
』
に
は
、
英
語
の

2

3

授
業
に
力
を
入
れ
た
女
学
校
に
対
し
て
、「
純
然
タ
ル
西
洋
風
ノ
女
子
教
育

所
ナ
リ
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
」
と
、
欧
化
主
義
に
棹
さ
し
た
教
育
を
批
判

す
る
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
女
学
生
の
中
に
は
、
…
…
免マ

マ

角

生
意
気
に
走
る
も
の
あ
り
て
、
女
子
の
徳
義
を
破
ぶ
り
、
女
子
に
し
て
大

言
放
語
、
男
子
の
風
を
真
似
び
、
殆
ど
女
子
の
本
分
を
忘
る
る
も
の
甚
多

し
」
と
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
生
意
気
と
な
り
、
女
性
規
範
か
ら
逸
脱
す

る
女
学
生
が
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
意
見
も
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
中
島
と
し
子
（
岸
田
俊
子
）
は
『
女
学
雑
誌
』
第
二
四
一

号
（
一
八
九
〇
年
一
一
月
二
九
日
）
に
「
生
意
気
論
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ

こ
に
お
い
て
彼
女
は
、
女
学
生
が
生
意
気
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て

「
生
意
気
な
り
と
為
る
眼
よ
り
こ
れ
を
観
る
と
き
は
、
一
つ
と
し
て
も
生
意

気
な
ら
ざ
る
な
き
は
な
し
、
ま
た
生
意
気
な
ら
ず
と
為
す
の
眼
よ
り
こ
れ
を

観
る
と
き
は
一
も
生
意
気
な
る
の
と
こ
ろ
な
か
る
べ
し
」
と
述
べ
、
女
学
生

を
見
る
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
れ
は
慧
眼
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
「
生
意
気
な
ら
ざ
る
即
ち
生
気
あ
る
の
女
学
生
少
な

か
ら
ざ
る
を
信
ず
」と
述
べ
、
女
学
生
を
擁
護
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
は
ま
っ
た
く
の
少
数
意
見
で
あ
り
、
女
学
生
批

判
の
言
辞
ば
か
り
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
欧
化
主
義
の
政
策
が
打
ち

切
ら
れ
、
女
子
教
育
熱
が
下
火
に
な
る
と
、
自
然
と
女
学
生
の
「
問
題
」
を

取
り
あ
げ
る
声
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
八
八
〇
年
代
後
半
の
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
は
高
等
女
学
校
令
が
出
る
前

の
こ
と
で
あ
り
、
女
学
生
の
数
も
高
等
女
学
校
令
以
後
と
比
べ
れ
ば
か
な
り

少
な
く
、
そ
の
広
が
り
も
限
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
女
学
生
が
目
立
ち
は

4

5
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じ
め
た
途
端
に
、
彼
女
た
ち
に
対
し
て
批
判
的
言
辞
が
浴
び
せ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に

は
、
女
性
が
教
育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
社
会
の
許
容
し
が
た

い
ま
な
ざ
し
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
性
が
学
校
教
育

を
受
け
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
親
の
監
督
下
に
あ
っ
た
家
を
離
れ

て
、
親
の
目
の
届
か
な
い
時
間
と
空
間
を
過
ご
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
危
険
」
に
出
合
い
、
女
ら
し
さ
や
女
性
役
割
か
ら
逸

脱
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
へ
の
教
育
は
、
男

性
へ
の
教
育
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

一
九
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
女
学
生
の
数
は
飛
躍
的
に
増
加
し
、
女
学
生
に

対
す
る
バ
ッ
シ
ン
グ
も
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
二
）時
代
背
景

女
学
生
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

述
べ
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
起
き
た
時
代
背
景
を
ま
ず
は
簡
単
に
述

べ
て
お
き
た
い
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
女
学
生
が
バ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
と
な
る

た
め
に
は
、
女
学
生
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
女
学
生
の

数
は
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
格
段
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

一
八
九
九
年
に
高
等
女
学
校
令
が
出
さ
れ
た
時
、
そ
の
附
則
に
お
い
て
、
地

方
長
官
（
知
事
）
は
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
ま
で
に
高
等
女
学
校
の
設
置

を
義
務
づ
け
ら
れ
、
以
後
、
続
々
と
公
立
の
高
等
女
学
校
が
設
立
さ
れ
て

い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
私
立
学
校
も
都
市
部

を
中
心
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
表
1
は
、
高
等
女
学
校
本
科
の
生
徒
数
と
入

学
者
数
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
比
較
の
た
め
に
中
学
校
の
入
学
者

数
も
あ
げ
て
お
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
い
か
に
女
学
生
の
数
が
増
加
し
て
い

た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
表
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
部

大
臣
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
高
等
女
学
校
の
生
徒
数
だ
け
で
あ
る
。
女
学
校

の
中
に
は
、
認
可
を
受
け
ず
に
高
等
女
学
校
に
類
し
た
教
育
を
行
う
各
種

学
校
が
多
数
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
の

女
学
生
の
数
は
も
っ
と
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
女
子
の
た
め
の
高
等

教
育
機
関
の
設
置
も
進
み
、
女
子
英
学
塾
（
一
九
〇
〇
年
）、
東
京
女
医
学

校
（
一
九
〇
〇
年
）、
日
本
女
子
大
学
校
（
一
九
〇
一
年
）、
女
子
美
術
学
校

（
一
九
〇
一
年
）な
ど
が
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

7

表1 高等女学校生の増加

高等女学校
本科生徒数

本科入学者数

高等女学校 中学校

1899年 7,446 2,617 25,311

1901年 14,671 4,430 27,310

1903年 21,687 6,512 26,809

1905年 26,756 8,109 29,181

1907年 34,735 10,917 30,943

1909年 46,144 13,775 31,282

各年度の『文部省年報』より作成
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こ
の
よ
う
に
、
女
学
生
の
存
在
自
体
が
急
速
に
目
立
つ
も
の
に
な
っ
た

こ
と
が
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
の
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い

が
、
さ
ら
に
バ
ッ
シ
ン
グ
し
た
側
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
も
指
摘
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
を
盛
ん
に
行
っ
た
代
表
的
な

メ
デ
ィ
ア
は
『
万
朝
報
』
と
『
二
六
新
報
』
で
あ
っ
た
が
、
両
紙
は
有
名
人
の

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
き
立
て
た
暴
露
記
事
で
、
労
働
者
や
職
人
な
ど
の
庶
民

層
か
ら
喝
采
を
以
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
典
型
が
、
一
八
九
八
（
明
治

三
一
）
年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
『
万
朝
報
』
で
連
載
さ
れ
た
、「
弊
風
一

斑 

蓄
妾
の
実
例
」
と
い
う
記
事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
延
べ
五
一
〇
人
が
俎

上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
記
事
を
載
せ
て
庶
民
の
人

気
を
得
、
そ
れ
を
部
数
の
拡
大
に
つ
な
げ
る
、
と
い
う
販
売
戦
略
が
両
紙
に

は
あ
り
、
こ
の
流
れ
の
中
で
女
学
生
も
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
も
う
一
点
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
を
生
み
出
し
た
要
因
と
し
て
考

え
ら
れ
る
も
の
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
人
々
の
耳
目
を
集
め
て
い
た
学
生

風
紀
問
題
で
あ
る
。
本
来
学
生
と
は
帝
国
大
学
生
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
い
う
学
生
と
は
中
等
教
育
以
上
の
教
育
を
受
け
て
い
た
男
性
の
学

生
・
生
徒
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
彼
ら
、
と
り
わ
け
中
学
生
の
風
紀

の
「
頽
廃
」
が
、
こ
の
当
時
「
問
題
」
と
し
て
大
々
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

ど
の
よ
う
な
「
問
題
」
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
斉
藤
利
彦
に
よ
れ
ば
、「
中

学
生
の
華
美
、
驕
奢
に
わ
た
る
風
俗
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
よ
る
頻
繁
な
る

暴
行
沙
汰
、
賭
博
、
万
引
き
、
さ
ら
に
は
同
性
お
よ
び
異
性
に
対
す
る
醜

行
、
そ
し
て
私
通
、
蓄
妾
等
に
現
れ
た
、
著
し
い
頽
廃
の
傾
向
で
あ
っ
た
」

（
斉
藤 

一
九
九
五 

二
一
一
頁
）
と
い
う
。
実
態
と
し
て
、
ど
の
程
度
こ
の

8

よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
当
時
の
新
聞
に

は
様
々
な「
風
紀
の
乱
れ
」が
見
世
物
的
に
載
せ
ら
れ
、
雑
誌
に
は
こ
の「
問

題
」
に
つ
い
て
様
々
な
見
解
が
寄
せ
ら
れ
」（
和
崎 

二
〇
一
七 

一
五
四
頁
）

て
い
た
。

一
八
九
〇
年
代
後
半
は
中
学
生
の
数
が
急
増
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
ま

さ
に
そ
れ
を
う
け
て
、
世
紀
転
換
期
に
は
中
学
生
な
ど
が
批
判
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
以
上
の
教
育
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、

何
か
「
問
題
」
を
見
つ
け
て
メ
デ
ィ
ア
で
叩
く
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
男

子
学
生
を
対
象
に
行
わ
れ
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
女
学
生
へ
と
対
象
が
変

化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
三
）一
九
〇
〇
年
代
の
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ

で
は
、
女
学
生
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の

研
究
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
を
述
べ
る
に
と

ど
め
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
女
学
生
の
「
堕

落
」の
物
語
が
こ
と
細
か
に
描
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
八
月
二
三
日
か
ら
一
一
月
九
日
ま
で
二
か
月
以

上
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
毎
日
、『
二
六
新
報
』
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
女
学
生

腐
敗
の
真
相
」
と
い
う
連
載
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
女
学
生
が
い

か
に
「
腐
敗
・
堕
落
」
し
て
い
る
の
か
が
、
と
り
わ
け
性
的
な
視
点
か
ら
、

住
所
も
記
さ
れ
た
実
名
入
り
で
極
め
て
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え

9

10
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ば
、
下
宿
屋
で
の
女
学
生
の
生
態
（
雑
然
と
し
た
不
潔
な
部
屋
、
頻
繁
な
男

性
の
出
入
り
な
ど
）、
男
女
が
知
り
合
い
、
交
際
し
、
性
関
係
を
も
つ
ま
で

の
過
程
や
手
段
、
艶
書
の
文
章
、
売
春
や
花
柳
病
の
罹
患
、
は
て
は
妊
娠
や

堕
胎
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
記
事
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、『
万
朝
報
』
で
は
「
女
学
生
の

醜
行
」（
一
九
〇
一
年
七
月
六
日
）、「
女
学
生
の
淫
売
」（
一
九
〇
二
年
七
月

一
三
日
）、「
淫
奔
堕
落
二
人
女
生
徒
」（
一
九
〇
五
年
三
月
七
日
～
一
〇
日
）、

「
堕
落
女
生
淫
売
婦
と
な
る
」（
同
年
三
月
一
一
日
）、「
男
女
学
生
の
暗
黒

面 

女
学
生
の
堕
落
」（
一
九
〇
六
年
七
月
三
日
、
五
日
、
一
一
日
）
な
ど
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
日
本
人
』
に
は
「
女
学
生
」（
一
九
〇
三
年
六
月

二
〇
日
）、『
日
本
』
に
は
「
警
察
よ
り
見
た
る
学
生
風
紀
問
題
」（
一
九
〇
五

年
四
月
七
日
、
九
日
、
一
二
日
）
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
堅
い
教
育
雑
誌
の

印
象
が
あ
る
『
教
育
時
論
』
で
も
、「
男
女
学
生
の
取
締
方
針
」（
一
九
〇
五

年
六
月
五
日
）
や
「
警
察
官
の
堕
落
学
生
談
」（
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
）
な

ど
で
は
、
女
学
生
が
「
妾
」
や
「
高
等
淫
売
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に

風
刺
で
有
名
だ
っ
た
『
滑
稽
新
聞
』
で
も
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
か
ら

一
九
〇
六（
明
治
三
九
）年
に
か
け
て
、「
多
情
」で「
身
持
ち
の
悪
い
」女
学

生
の
風
刺
画
を
多
数
掲
載
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
ど
れ
も
似
た
り
寄
っ
た
り
の
内
容
で
あ
り
、
女
学
校

に
通
う
と
い
う
こ
と
は
性
的
に「
堕
落
」す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
流
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

菊
池
幽
芳
『
己
が
罪
』（
一
八
九
九
～
一
九
〇
〇
年
）、
小
杉
天
外
『
魔
風
恋

風
』（
一
九
〇
三
年
）、
小
栗
風
葉『
青
春
』（
一
九
〇
五
～
一
九
〇
六
年
）、
田

11

山
花
袋
『
蒲
団
』（
一
九
〇
七
年
）
な
ど
の
小
説
で
は
、
女
学
生
が
恋
愛
や
性

関
係
に
よ
っ
て
「
堕
落
」
し
て
い
く
と
い
う
物
語
が
描
か
れ
て
い
た
。『
己
が

罪
』は『
大
阪
毎
日
新
聞
』、『
魔
風
恋
風
』と『
青
春
』は『
読
売
新
聞
』の
連

載
小
説
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
大
変
な
評
判
と
な
り
、
多
く
の
読

者
を
獲
得
し
て
い
る
。

さ
て
、
第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
堕
落
」
し
て
い
る
と
書

き
立
て
ら
れ
た
女
学
生
が
実
は
ニ
セ
女
学
生
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
つ

ま
り
記
事
が
真
実
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
を
展
開
し

た
メ
デ
ィ
ア
自
身
が
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
二
六
新
報
』

で
は
連
載
を
開
始
し
た
八
月
二
三
日
の
記
事
に
お
い
て
、「
女
学
生
と
な
す

者
の
多
く
は
所
謂
淫
売
婦
た
る
の
一
事
を
明
か
に
し
聊
か
先
づ
女
学
生
の
為

に
冤
を
雪
が
ざ
る
可
ら
ず
」
と
書
い
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
女
学
生

の
冤
罪
を
晴
ら
す
と
い
い
な
が
ら
、「
外
観
の
自
己
に
似
た
る
者
を
し
もマ

マ

猶

ほ
自
己
の
仲
間
と
見
做
さ
し
む
る
の
責
は
確
か
に
是
女
学
生
の
負
は
ざ
る
可

ら
ざ
る
処
な
り
彼
等
は
社
会
よ
り
疑
は
る
ゝ
だ
け
侮
ら
る
ゝ
だ
け
そ
れ
だ
け

甚
し
く
腐
敗
し
堕
落
し
つ
ゝ
あ
る
を
奈
何
せ
ん
」と
述
べ
、「
女
学
生
腐
敗
の

真
相
」
を
連
載
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
火
の
な
い
所
に

煙
は
立
た
ぬ
と
い
う
理
屈
で
、『
二
六
新
報
』
は
女
学
生
が
「
問
題
」
だ
と
い

う
暴
露
記
事
を
書
き
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

記
事
が
真
実
で
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、『
婦
女
新

聞
』『
教
育
時
論
』『
中
央
公
論
』『
万
朝
報
』な
ど
が
、
批
判
さ
れ
て
い
る
当
事

者
が
必
ず
し
も
本
当
の
女
学
生
で
は
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
。
ま
た

『
二
六
新
報
』で
は
、
実
名
を
あ
げ
て
散
々
書
い
た
あ
げ
く
に
、
間
違
い
だ
っ

12
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た
と
訂
正
記
事
が
出
た
り
も
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
真
偽
が
定
か
で
は
な

い
、
い
い
加
減
な
記
事
が
多
く
、
そ
れ
が
周
知
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

女
学
生
は
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
、
人
々
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、「
多
数
の
女
生
等
が
所
謂
海
老
茶

の
袴
を
穿
ち
翩
々
と
し
て
来
往
し
、
中
に
は
自
転
車
な
ど
に
駕
し
て
飛
走
す

る
も
の
あ
る
を
見
て
、
生
意
気
と
な
し
、
お
転
婆
と
な
し
」と
い
う
よ
う
に
、

女
学
生
の
服
装
や
行
動
が
「
生
意
気
」
や
「
お
転
婆
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
束
髪
に
袴
と
い
う
女
学
生
の
出
で
立
ち
は
、
女
学
生
以
外
は
あ
ま

り
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
往
来
で
は
目
立
つ
こ
と
に
な
り
、
女
学
生

の
服
装
は
華
美
と
奢
侈
の
傾
向
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
女
学

校
に
通
う
こ
と
が
で
き
る
階
層
の
女
性
は
、
本
来
な
ら
「
深
窓
の
令
嬢
」
で

あ
っ
た
か
ら
、「
お
転
婆
」な
女
学
生
の
行
動
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の

「
女
ら
し
さ
」か
ら
逸
脱
し
て
い
た
。

し
か
も
「
生
意
気
」
な
の
は
姿
だ
け
で
は
な
く
、「
凡
べ
て
が
生
半
可
で
居

な
が
ら
、
一
を
聞
い
て
十
を
知
る
、
何
も
か
も
呑
み
こ
ん
だ
風
に
、
ベ
ラ

〳
〵
喋
る
、
ヅ
カ
ヅ
カ
出
し
や
ば
る
、
少
し
も
女
ら
し
い
所
が
な
い
」、「
高

等
女
学
校
の
教
科
は
之
れ
を
男
子
の
中
学
校
と
比
較
し
て
大
差
な
き
も
の
。

…
…
女
学
校
に
於
て
は
脳マ

マ

力
の
よ
り
薄
弱
な
る
女
子
に
粗
彼
等
と
同
一
な
る

教
科
を
授
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
自
体
に
も
向
け
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
良
妻
賢
母
の
育
成
を
掲
げ
た
高
等
女

学
校
教
育
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
高

等
女
学
校
は
中
等
普
通
教
育
機
関
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
学
校
教
育
に
比
べ
れ
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ば
普
通
教
育
の
授
業
時
間
数
が
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
総
体
と
し
て
は
普
通

教
育
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
女
子
へ
の
教
育
と
い
え

ば
、
裁
縫
そ
し
て
家
事
と
い
っ
た
、
将
来
の
家
庭
内
役
割
に
直
結
す
る
実
用

的
な
教
育
だ
と
考
え
る
人
も
い
れ
ば
、
古
文
や
和
歌
、
生
花
や
茶
の
湯
と

い
っ
た
女
性
と
し
て
の
た
し
な
み
を
中
心
と
し
た
教
育
を
思
い
浮
か
べ
る
人

も
い
た
の
が
、
当
時
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
そ

れ
ま
で
「
男
の
も
の
」
と
さ
れ
て
き
た
中
等
普
通
教
育
を
受
け
る
女
学
生
は
、

「
生
意
気
」な
存
在
以
外
、
何
者
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
一
九
〇
〇
年
代
の
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
の
あ

り
よ
う
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
に
行
わ
れ
た
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
と
、
論

理
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
一
九
〇
〇
年
代

に
お
い
て
は
、
高
等
女
学
校
教
育
が
す
で
に
制
度
化
さ
れ
、
女
学
生
の
数
も

増
え
続
け
て
い
た
か
ら
、
政
府
と
し
て
も
こ
の
問
題
を
看
過
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
文
部
省
は
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
九
月

一
六
日
に
女
学
生
取
締
り
の
内
訓
を
発
し
た
の
を
手
は
じ
め
に
、
一
九
〇
六

（
明
治
三
九
）
年
六
月
九
日
に
は
文
部
省
訓
令
第
一
号
、
い
わ
ゆ
る
学
生
風

紀
に
関
す
る
訓
令
を
出
す
な
ど
、
風
紀
取
締
り
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
一
〇
月
二
六
日
に
は
高
等
女
学
校

令
の
改
正
を
行
い
、
裁
縫
教
育
を
重
視
し
た
、
そ
し
て
自
宅
か
ら
も
通
学
で

き
る
よ
う
に
高
等
小
学
校
へ
の
併
設
も
認
め
た
、
実
科
高
等
女
学
校
制
度
の

創
設
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
女
子
教
育
家
た
ち
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
九
月
二
八
日
に

「
新
女
大
学
」と
呼
ば
れ
た「
べ
か
ら
ず
十
訓
」を
出
し
、
徳
育
の
強
化
を
図
っ

18

19

20



(78)小山静子   〔寄稿〕 一九〇〇年代の女性バッシング
67

て
い
く
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
に
批
判
的
だ
っ
た
『
中
央

公
論
』で
は
、
一
九
〇
五（
明
治
三
八
）年
九
月
か
ら
翌
年
の
八
月
に
か
け
て
、

二
〇
編
以
上
の
男
女
交
際
論
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
男
女
交
際
の
可

否
、
あ
る
べ
き
男
女
交
際
の
あ
り
方
な
ど
に
関
し
て
、
議
論
が
行
わ
れ
て
い

た
。『
中
学
世
界
』
で
も
「「
男
女
交
際
」
や
「
恋
愛
」
な
ど
、
そ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
掲
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
男
女
関
係
を
テ
ー
マ
と
す
る
記
事
や
評

論
が
噴
出
」（
前
川 

二
〇
一
一 
八
八
頁
）し
て
い
る
と
い
う
。

本
論
の
目
的
は
、
男
女
の
関
係
性
が
学
生
風
紀
問
題
や
女
学
生
バ
ッ
シ
ン

グ
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
は

な
い
の
で
、
男
女
交
際
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
が
、
下
田
歌
子
へ

の
個
人
攻
撃
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
下
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二 

下
田
歌
子
バ
ッ
シ
ン
グ

下
田
歌
子
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
を
行
っ
た
日
刊
『
平
民
新
聞
』
は
、「
天
下
に

向
つ
て
社
会
主
義
的
思
想
を
弘
通
す
る
…
…
世
界
に
於
け
る
社
会
主
義
的

運
動
を
応
援
す
る
」（「
宣
言
」
日
刊
『
平
民
新
聞
』
第
一
号
、
一
九
〇
七
年
一

月
一
五
日
。
以
下
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
掲
載

さ
れ
た
月
日
の
み
を
記
す
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
平
民
社
の
創
立
人
は
、
石
川
三
四
郎
、
幸
徳
秋
水
、
堺
利
彦
、
竹
内
兼

七
、
西
川
光
二
郎
の
五
人
で
あ
り
、
幸
徳
主
筆
、
堺
編
集
局
長
、
石
川
編

集
長
の
体
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
関
口
す
み
子
に
よ
れ
ば
、「
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
に
関
わ
る
暴
露
と
非
難
は
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
一
側
面
、
路
線

の
一
つ
」
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ぶ
り

―
こ

れ
に
よ
っ
て
販
売
促
進
を
は
か
り
、
読
者
層
と
財
政
基
盤
を
確
保
す
る

―

は
、『
萬
朝
報
』か
ら
引
き
継
い
だ
、
い
わ
ば
経
営
方
針
に
他
な
ら
な
い
」（
関

口 

二
〇
一
四 

三
二
頁
）と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
が
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
展
開

す
る
た
め
に
、
教
会
の
暴
露
記
事
で
あ
る
「
メ
ソ
ヂ
ス
ト
の
醜
態
」
を
第

二
三
号（
二
月
一
三
日
）か
ら
第
二
八
号（
二
月
一
九
日
）ま
で
、「
霊
南
阪マ

マ

教

会
の
堕
落
」
を
第
三
五
号
（
二
月
二
七
日
）
か
ら
第
四
八
号
（
三
月
一
四
日
）

ま
で
連
載
し
、
牧
師
た
ち
が
金
銭
問
題
や
性
問
題
で
「
乱
れ
」
て
い
る
こ
と

を
書
き
立
て
て
い
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
下
田
歌
子
に
対
す
る
バ
ッ

シ
ン
グ
も
、
こ
の
や
り
方
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、

下
田
叩
き
の
前
に
は
、「
目
白
の
花
柳
郷
」
が
第
二
号
（
一
月
二
〇
日
）
か
ら

第
二
三
号
（
二
月
一
三
日
）
ま
で
、
二
一
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
下
田
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
記
事
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）「
目
白
の
花
柳
郷
」

「
目
白
」と
い
う
の
は
、
東
京
の
目
白
に
あ
っ
た
日
本
女
子
大
学
校
の
こ
と

を
指
し
て
お
り
、
こ
の
連
載
の
予
告
記
事
に
お
い
て
、「
女
子
大
学
の
真
相

を
剔
抉
す
」（
一
月
一
五
日
）
る
こ
と
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い

る
。
タ
イ
ト
ル
に
「
花
柳
郷
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
た
め
、
日
本
女
子
大
学

校
の
女
学
生
が
「
堕
落
」
し
、「
不
品
行
」
を
重
ね
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
花

21
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柳
郷
に
な
ぞ
ら
え
て
批
判
し
て
い
る
記
事
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
日
本
女
子
大
学
校
の
創
設
者
で

あ
る
成
瀬
仁
蔵
、
ひ
い
て
は
学
校
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
記
事
で
あ
り
、
花

柳
郷
の
よ
う
な
学
校
に
し
て
い
る
と
し
て
、
成
瀬
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
連
載
に
対
し
て
、「
或
人
は
余
り
に
下
劣
な
り

と
て
眉
を
顰
む
る
も
之
あ
る
可
し
、
又
或
人
は
案マ

マ

を
打
て
痛
快
な
り
と
叫
ぶ

も
之
あ
る
可
し
」（
一
月
二
五
日
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
石
川
三
四

郎
は
連
載
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
女
子
大
学
は
今
の
世

に
於
て
実
に
模
範
的
成
功
を
な
せ
る
も
の
、
故
に
最
も
多
く
現
代
社
会
の
弊

毒
を
集
積
せ
り
、
吾
人
の
特
に
同
大
学
を
選
ん
で
之
に
論
評
の
筆
を
加
へ
ん

と
す
る
所
以
、
唯
だ
此
に
あ
り
」（
一
月
二
五
日
）。

そ
も
そ
も
日
本
女
子
大
学
校
は
、
伊
藤
博
文
や
廣
岡
淺
子
な
ど
の
政
界
や

財
界
の
後
援
者
た
ち
が
基
金
と
し
て
三
〇
万
円
を
作
り
、
土
地
は
三
井
家
か

ら
五
五
〇
〇
坪
の
寄
贈
を
受
け
、
さ
ら
に
皇
后
か
ら
も
下
賜
金
二
〇
〇
〇

円
を
贈
ら
れ
て
、
開
校
し
た
学
校
で
あ
る
（
金
森
・
藤
井 

一
九
七
七 
四
四

頁
）。
そ
し
て
設
立
当
時
の
創
立
委
員
に
は
、
岩
崎
彌
之
助
、
大
隈
重
信
、

嘉
納
治
五
郎
、
近
衛
篤
麿
、
西
園
寺
公
望
、
澁
澤
栄
一
、
住
友
吉
左
衛
門
、

辻
新
次
、
三
井
高
保
な
ど
の
、
政
界
、
財
界
、
教
育
界
の
大
物
が
名
を
連
ね

て
い
た
（
日
本
女
子
大
学
校 

一
九
四
二 

七
二
～
七
三
頁
）。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
同
時
期
に
設
立
さ
れ
た
女
子
英
学
塾
や
東
京
女
医
学
校
と
は
趣
を

異
に
し
て
お
り
、
社
会
主
義
者
が
日
本
女
子
大
学
校
に
批
判
的
ま
な
ざ
し
を

注
い
だ
こ
と
に
は
、
宜
な
る
か
な
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
。

し
か
し
問
題
は
、
な
ぜ
成
瀬
批
判
、
学
校
批
判
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、

記
事
の
タ
イ
ト
ル
に
「
花
柳
郷
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
連
載
記
事
の
内
容
は
大
き
く
五
点
に
わ
た
っ
て
お
り
、
女
学

生
に
よ
る
接
待
、
成
瀬
の
拝
金
主
義
、
学
費
や
諸
経
費
の
高
さ
、
教
育
の
不

十
分
さ
、
管
理
主
義
的
な
寄
宿
舎
、
が
批
判
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

花
柳
郷
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
当
て
は
ま
る
の
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
女
学

生
に
よ
る
接
待
に
関
す
る
記
事
だ
け
で
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
。

「
目
白
の
花
柳
郷（
一
）」（
一
月
二
〇
日
）で
は
、「
早
稲
田
よ
い
と
こ
目
白

を
受
け
て
、
魔
風
恋
風
そ
よ
〳
〵
と
」
と
い
う
俗
謡
が
紹
介
さ
れ
、
早
稲
田

と
目
白
、
つ
ま
り
東
京
専
門
学
校
と
日
本
女
子
大
学
校
に
在
学
す
る
男
女
の

間
に
は
、
小
杉
天
外
の
小
説
『
魔
風
恋
風
』
の
内
容
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
日
刊

『
平
民
新
聞
』
と
し
て
は
、
女
学
生
の
よ
う
な
「
弱
き
も
の
ヽ
弱
点
を
訐
き
て

快
と
す
る
が
如
き
狭
小
な
る
も
の
に
非
ず
」
で
あ
り
、「
女
子
大
学
楼
の
楼

主
成
瀬
仁
蔵
」の
こ
と
を
俎
上
に
あ
げ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
学
校
で
何
か
起
き
て
い
る
の
か
。「
目
白
の
花
柳
郷
（
二
）」（
一
月

二
一
日
）
が
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
運
動
会
で
あ
る
。
運
動
会
は
「
運
動

が
三
分
、
お
客
の
招
待
が
七
分
の
目
的
」
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
招
待
に

こ
そ
「
同
大
学
を
し
て
文
明
の
虚
栄
城
た
り
花
柳
郷
た
ら
し
む
る
要
因
」
が

あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
運
動
会
で
は
粧
い
を
凝
ら
し
た
女
学
生
に

「
服
装
美
し
き
貴
族
富
豪
の
堕
落
息
子
」
を
接
待
さ
せ
、「
青
年
男
女
の
淫
心

を
挑
発
」
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
「
後
に
是
等
貴
族
富
豪
の
子
弟
に
生

徒
を
売
り
付
け
て
学
校
と
上
流
階
級
と
の
因
縁
を
作
ら
ん
と
す
る
卑
劣
極
ま

る
下
心
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
二
～
三
年
前
の
運
動
会
で
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は
、
天
女
の
羽
衣
を
ま
ね
た
薄
物
を
女
学
生
に
着
せ
て
舞
わ
せ
た
と
い
い
、

そ
の
こ
と
を
こ
の
記
事
は「
裸
体
活
人
画
」と
表
現
し
て
い
た
。
そ
し
て「
吉

原
に
張
店
し
た
る
娼
妓
、
柳
原
に
助
平
君
の
袖
引
く
夜
鷹
と
女
子
大
学
の
運

動
会
と
の
間
に
果
し
て
如
何
な
る
差
異
の
あ
る
べ
き
か
は
一
寸
む
づ
か
し

き
疑
問
な
り
」
と
、
こ
の
記
事
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
目
白
の

花
柳
郷（
十
二
）」か
ら「
目
白
の
花
柳
郷（
十
五
）」で
は
、「
十
日
に
あ
げ
ず

様
々
の『
貴
顕
紳
士
』を
校
内
に
招
待
し
て
御
馳
走
」を
行
う
招
待
会
の
様
子

が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
女
学
生
は
「
其
の
良
心
と
肉
を
切
売
す
る
酌
婦

た
ら
し
む
る
も
の
」に
な
っ
て
い
た（
二
月
二
日
）と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
が
成
瀬
を
批
判
す
る
た

め
に
、
女
学
生
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
視
線
を
向
け
、
読
者
の
目
を
引
く

た
め
の
ア
イ
・
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
女
学
生
を
利
用
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
が
女
学

生
を
、
教
育
を
受
け
る
存
在
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
性
的
存
在
、
し
か
も

成
瀬
の
意
の
ま
ま
に
振
る
舞
う
客
体
と
し
て
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
端
な
く
も
彼
ら
の
女
性
観
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
日
刊
『
平

民
新
聞
』
は
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
女
学
生
を
叩
い

て
は
い
な
い
が
、
女
学
生
観
に
お
い
て
両
者
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
運
動
会
や

招
待
会
に
関
す
る
記
事
は
連
載
全
体
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
花
柳
郷
」
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り
な
タ

イ
ト
ル
を
こ
の
連
載
に
付
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
性
的
視
点
か
ら

対
象
を
論
じ
る
こ
と
は
、
管
理
主
義
的
な
寄
宿
舎
を
批
判
す
る
際
に
、
女
性
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の
寮
監
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
た
。「
生

徒
に
対
し
て
は
独
断
専
横
の
振
舞
多
く
、
外
、
世
人
と
交
は
る
に
放
蕩
淫

逸
、
宛
と
し
て
這
れ
不
見
転
芸
妓
の
態
あ
る
を
見
る
」（
一
月
二
三
日
）。
こ

れ
ら
の
点
に
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
姿
勢
、
つ
ま
り
、
関
口
す
み
子
が
い

う
と
こ
ろ
の
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ぶ
り
が
、
示
さ
れ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
刊
『
平
民
新
聞
』
は
、
下
田
歌
子
を
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）「
妖
婦
下
田
歌
子
」

下
田
歌
子
バ
ッ
シ
ン
グ
の
記
事
を
検
討
す
る
前
に
、
一
九
〇
七
（
明
治

四
〇
）
年
当
時
、
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
地
位
に
あ
っ
た
の
か
を
簡
単

に
述
べ
て
お
き
た
い
。
下
田
は
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
八
月
の
生
ま
れ
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
が
出
た
時
に
は
五
二
歳
で
あ
る
。
彼
女
は
一
八
九
五

（
明
治
二
八
）
年
に
欧
米
へ
の
教
育
視
察
か
ら
帰
国
し
た
後
、
華
族
女
学
校

学
監
兼
教
授
に
復
帰
し
た
が
、
華
族
女
学
校
は
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年

に
学
習
院
女
子
部
と
な
っ
た
た
め
、
連
載
時
に
は
女
学
部
長
の
地
位
に
あ
っ

た
。
他
方
で
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
は
帝
国
婦
人
協
会
を
組
織
し
、

翌
年
に
は
同
会
附
属
実
践
女
学
校
及
び
女
子
工
芸
学
校
を
創
設
し
て
、
校
長

の
職
に
就
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
習
院
女
子
部
と
実
践
女
学
校
・
女
子
工

芸
学
校
と
い
う
、
官
立
と
私
立
の
二
種
類
の
教
育
機
関
で
要
職
を
務
め
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
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の
愛
国
婦
人
会
の
設
立
に
参
画
し
、
旺
盛
な
執
筆
活
動
も
行
う
な
ど
、
実
に

精
力
的
に
活
動
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
〇
六
年
に
は
正
四
位
に
叙
せ
ら
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
脂
が
乗
り
き
っ
た
状
態
で
あ
り
、
多
方
面
に
活
躍
す
る
と

と
も
に
、
女
性
と
し
て
は
稀
に
見
る
高
い
社
会
的
地
位
を
得
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
下
田
歌
子
に
対
し
て
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
は
何
を
語
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼

女
が
「
女
」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
を
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、「
妖
婦
下
田
歌
子
」
の
第
一
回
の
記
事
の
冒
頭
部
分
で
は
、

「
女
だ
て
ら
の
正
五
位
の
栄
位
」（
二
月
二
四
日
）
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
高
位
（
正
確
に
は
正
五
位
で
は
な
く
正
四
位
）
に
あ
る
の

は
女
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る

の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
に
は
、「
男
の

も
の
」
で
あ
っ
た
中
等
教
育
を
女
性
が
受
け
る
こ
と
自
体
に
対
す
る
反
感
が

潜
ん
で
い
た
が
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
も
ま
た
、
下
田
と
い
う
「
男
の
世
界
」

で
活
躍
す
る
女
性
に
対
す
る
不
快
感
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
に
と
っ
て
、
下
田
は

「
階
級
の
敵
」
で
も
あ
っ
た
。
下
田
は
、「
吾
人
平
民
が
不
倶
戴
天
の
仇
敵
な

る
彼
の
紳
士
閥
を
擁
護
す
る
」（
二
月
二
七
日
）
者
で
あ
り
、「
貴
族
の
奴
隷
、

上
流
社
会
の
幇
間
」（
四
月
六
日
）
で
あ
る
と
い
う
。
敵
方
の
、
し
か
も
女
と

い
う
二
重
の
意
味
で
、
彼
女
は
バ
ッ
シ
ン
グ
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
「
妖
婦
」
と
呼
ば
れ
、
徹
底
し
て
叩
か
れ
た
の
で
あ
る
。

日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
文
字
の
爆
裂
弾
を
擲
つ
て
其
の

貴
族
的
迷
信
と
虚
栄
的
驕
慢
を
警
醒
」
さ
せ
、「
精
神
的
死
刑
を
与
へ
て
再

生
し
て『
新
ら
し
き
人
』と
し
て
懺
悔
」さ
せ
る
こ
と
が
、「
吾
人
の
願
」な
の

で
あ
っ
た（
二
月
二
七
日
）。

「
妖
婦
下
田
歌
子
」
は
、
ま
ず
下
田
が
「
明
眸
皓
歯
、
曲
眉
豊
頬
、
何
一
つ

点
を
打
ち
そ
う
な
所
は
な
く
、
太
平
の
象
を
備
へ
幽
雅
の
姿
を
有
て
る
」
こ

と
、「
姿
美
し
く
才
秀
で
た
る
名
誉
を
一
人
に
て
担
ふ
」
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（
二
月
二
四
日
）。
そ
し
て
彼
女
は
孟
子
・
老
子
な
ど
の
漢
学
や
源
氏

物
語
な
ど
の
古
典
文
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
さ
ら
に
は
バ
イ
ロ
ン
な
ど
の
英

詩
に
も
親
し
ん
で
い
る
と
い
う
（
二
月
二
四
日
）。
ま
た
か
つ
て
宮
中
に
出

仕
し
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
裁
縫
、
琴
、
茶
の
湯
、
生

花
ま
で
上
達
し
て
お
り
、「
何
を
競
ひ
て
も
歌
子
の
右
に
出
ず
る
も
の
な
き

よ
り
舌
を
捲
い
て
驚
嘆
す
る
ば
か
り
な
り
き
」（
二
月
二
七
日
）
と
い
う
状
態

だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ば
、あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
優
れ
た
能
力
を
も
ち
、

し
か
も
美
し
く
も
あ
る
と
い
う
、
ス
ー
パ
ー
・
ウ
ー
マ
ン
と
し
て
下
田
の
こ

と
を
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
誉
め
殺
し
で
あ
る
。

日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
や
り
方
は
、
ま
ず
下
田
に
対
す
る
高
い
社
会
的
評

価
を
紹
介
し
、
そ
の
上
で
「
妖
婦
」
と
し
て
の
「
実
像
」
を
暴
く
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
女
学
生
バ
ッ
シ
ン
グ
で
は
、
女
学
生
の
性
的

な
「
堕
落
」
が
真
偽
定
ま
ら
ぬ
ま
ま
に
書
き
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

下
田
へ
の
誹
謗
中
傷
に
も
当
て
は
ま
る
。
夫
に
先
立
た
れ
た
、
し
か
も
才
色

兼
備
で
高
い
社
会
的
地
位
を
有
す
る
下
田
は
、人
々
の
好
奇
心
の
的
と
な
り
、

格
好
の
新
聞
種
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

23
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日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
筋
書
き
は
、
伊
藤
博
文
に
強
姦
さ
れ
た
下
田
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て「『
欲
』と『
名
』の
悪
魔
に
依
り
て
新
ら
し
き
洗
礼
を
与
へ
ら

れ
」（
三
月
一
日
）、「
娼
妓
の
如
く
」（
三
月
二
日
）、
井
上
馨
、
山
県
有
朋
、

陸
奥
宗
光
、
松
方
正
義
な
ど
の
有
力
政
治
家
と
次
々
と
関
係
を
も
ち
、
そ
れ

を
足
が
か
り
と
し
て
立
身
出
世
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。「
花
の
如
き
美
貌
と
火
の
如
き
才
情
」（
三
月
五
日
）
を
も
っ
た
彼
女
は
、

「
交
際
社
会
の
女
王
」（
三
月
五
日
）
と
な
っ
て
い
き
、「
成
功
に
狂
せ
し
歌
子

は
憐
れ
な
る
も
の
な
ら
ざ
り
し
か
」（
三
月
七
日
）と
と
ら
え
ら
れ
な
が
ら
も
、

「
奔
馬
の
如
き
歌
子
の
才
情
と
人
を
吸
引
す
る
磁
石
の
如
き
一
種
の
魔
力
」

（
三
月
一
二
日
）を
も
っ
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
っ
た
。

記
事
の
内
容
は
あ
ま
り
に
下
品
で
あ
り
、
し
か
も
何
が
真
実
で
あ
る
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
書
く
の
は
遠
慮
し
た
い
。
た
だ
記
事
に
は

家
の
間
取
り
図
、
下
田
に
つ
い
て
の
見
聞
を
記
し
た
読
者
か
ら
の
投
書
、
下

田
へ
の
艶
書
な
ど
を
交
え
て
、
も
っ
と
も
ら
し
く
読
ま
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ

て
お
り
、
下
田
の
「
実
像
」
が
具
体
的
か
つ
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
四
一
回
の
連
載
中
、
半
数
以
上
が
、
彼
女
の
性
関
係
や
恋
愛
の
記
述
な

ど
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
致
は
『
二
六
新
報
』
な
ど
と
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
連
載
記
事
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
志
茂

田
景
樹
『
花
の
嵐

―
明
治
の
女
帝
・
下
田
歌
子
の
愛
と
野
望
』
や
林
真
理

子
『
ミ
カ
ド
の
淑
女
』
な
ど
の
、
下
田
を
主
人
公
に
し
た
小
説
が
発
表
さ
れ

て
い
る
の
で
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
に
書
か
れ
た
下
田
歌
子
像
は
広
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
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お
わ
り
に

本
論
の
目
的
は
、
な
ぜ
下
田
歌
子
が
こ
こ
ま
で
罵
倒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
下
田
へ
の
個

人
攻
撃
を
当
時
の
時
代
状
況
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
下
田
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
と
同
時
期
に
起
き
て
い
た
女
学
生
バ
ッ
シ
ン

グ
も
取
り
あ
げ
、
そ
れ
と
の
関
連
性
に
お
い
て
、
下
田
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
を

考
察
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
、
最
後

に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

下
田
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
と
女
学
生
へ
の
そ
れ
と
に
共
通
す
る
も
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、「
女
で
あ
る
こ
と
」
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
二

つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
一
つ
は
、
下
田
や
女
学
生
が
性
的
存
在
と
い

う
ま
な
ざ
し
で
と
ら
え
ら
れ
、
性
的
な
「
堕
落
」
が
非
難
の
材
料
と
し
て
取

り
沙
汰
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
実
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、

「
堕
落
」
の
物
語
を
語
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の

関
心
を
引
き
つ
け
、
販
売
部
数
を
伸
ば
す
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
側
の
戦
略
が
存

在
し
て
い
た
。
社
会
主
義
者
が
発
行
し
て
い
た
日
刊
『
平
民
新
聞
』
も
、
こ

の
点
に
お
い
て
は
『
二
六
新
報
』
な
ど
の
暴
露
新
聞
と
同
様
で
あ
り
、
女
性

を
ア
イ
・
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
そ
し
て
下
田
や
女
学
生
の

性
的
側
面
に
注
目
が
集
ま
り
、
そ
れ
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
女
性
と
い
う
も
の
を
性
的
存
在
と
し
て
見
つ
め
る
、
中
島
と
し
子

の
顰
み
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
見
つ
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
書
き
手
の
側
の
ま
な
ざ
し
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
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う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
暴
露
新
聞
、
教
育
雑
誌
、
社
会
主

義
の
新
聞
と
い
う
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
違
い
は
な
か
っ
た
。

も
う
一
つ
の
「
女
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
は
、
下
田
や
女
学
生
が
「
生
意

気
」
と
見
ら
れ
、
反
感
が
抱
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
下
田
歌
子
は
高

い
社
会
的
地
位
を
得
た
女
性
で
あ
り
、
女
学
生
た
ち
は
中
等
教
育
を
受
け
る

女
性
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
男
の
世
界
」
で
活
躍
し
、「
男
の
も
の
」
と
さ

れ
て
い
た
教
育
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
、
男
性
を
想
定
し

て
作
ら
れ
て
い
た
従
来
の
制
度
や
社
会
秩
序
を
攪
乱
す
る
存
在
だ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
存
在
に
対
し
て
社
会
は
不
寛
容
で
あ
り
、
彼
女
た

ち
は
そ
れ
ま
で
の
規
範
と
し
て
の
女
性
像
か
ら
逸
脱
す
る
者
と
見
な
さ
れ
た

が
ゆ
え
に
、
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
女
学
生
バ
ッ
シ
ン

グ
は
、
女
子
中
等
教
育
が
制
度
化
さ
れ
、
女
学
生
の
姿
が
目
立
ち
は
じ
め
た

一
九
〇
〇
年
代
だ
か
ら
こ
そ
起
き
た
現
象
で
あ
り
、
女
学
生
の
数
が
も
っ
と

増
加
す
る
一
九
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
沈
静
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

た
だ
下
田
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
に
は
異
な
る
事
情
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

下
田
が
「
女
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
社
会
主
義
者
に
と
っ
て

は
「
階
級
の
敵
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
刊
『
平
民
新
聞
』
は
も
ち
ろ
ん
単

な
る
暴
露
新
聞
で
は
な
く
、
社
会
主
義
思
想
を
広
め
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
女
子
大
学
校
や
下
田
歌
子
は
「
階
級
の
敵
」
と

し
て
叩
か
れ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
下
田
に
対
し
て
は
二
重
の
反
感
が
向

け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
で
執
拗
に
誹
謗
中

傷
記
事
が
書
か
れ
続
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
〇
〇
年
代
の
女
性
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
二
〇
世
紀
に
起
き
る
い
く
つ
か

の
バ
ッ
シ
ン
グ
の
原
型
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ッ
シ
ン

グ
に
は
、
そ
の
時
期
特
有
の
理
由
も
あ
る
が
、
女
性
を
性
的
存
在
と
見
る
こ

と
か
ら
生
ま
れ
る
「
堕
落
」
の
物
語
や
、
男
性
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い
る

既
存
の
社
会
秩
序
を
脅
か
す
者
に
対
す
る
反
感
は
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

参
考
文
献

•
	

赤
塚
行
雄
「『
下
田
歌
子
伝
』
の
困
難

―
明
治
の
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
」『
日
本
及
日
本
人
』第
一
六
一
七
号
、
一
九
九
五
年
一
月
。

•
	

稲
垣
恭
子
「
明
治
の
「
堕
落
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〇
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。
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〇
二
年
。
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〇
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。
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受
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史
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。
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校
史
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京
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治
年
間
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教
育
時
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記
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、
一
九
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年
。
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澁
谷
知
美『
立
身
出
世
と
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身
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学
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的
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史
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版
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。
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人
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逆
事
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澤
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ト
日
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人
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列
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芸
書
林
、
一
九
六
九
年
。

•
	

日
本
女
子
大
学
校
編『
日
本
女
子
大
学
四
十
年
史
』一
九
四
二
年
。

•
	

深
谷
昌
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妻
賢
母
主
義
の
教
育
』黎
明
書
房
、
一
九
六
六
年
。

•
	

前
川
直
哉
『
男
の
絆

―
明
治
の
学
生
か
ら
ボ
ー
イ
ズ
・
ラ
ブ
ま
で
』
筑
摩
書

房
、
二
〇
一
一
年
。

•
	

前
田
愛
「
下
田
歌
子

―
明
治
宮
廷
政
治
の
ヒ
ロ
イ
ン
」『
思
想
の
科
学
』

一
九
七
五
年
九
月
→『
前
田
愛
著
作
集
3
』筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
。

•
	

村
上
信
彦『
明
治
女
性
史（
二
）女
権
と
家
』講
談
社
文
庫
、
一
九
七
七
年
←『
明

治
女
性
史 

中
巻
前
篇 
女
権
と
家
』理
論
社
、
一
九
七
〇
年
。

•
	

山
本
武
利『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
。

•
	

山
本
博
雄『
妖
婦
下
田
歌
子

―『
平
民
新
聞
』よ
り
』風
媒
社
、
一
九
九
九
年
。

•
	

米
田
佐
代
子
『
平
塚
ら
い
て
う

―
近
代
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。

•
	

和
歌
森
太
郎
ほ
か『
東
京
百
年
史 

第
三
巻 
「
東
京
人
」の
形
成（
明
治
後
期
）』

東
京
都
、
一
九
七
二
年
。

•
	

和
崎
光
太
郎『
明
治
の〈
青
年
〉』ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
。

注1	

連
載
記
事
は
、
日
刊
『
平
民
新
聞
』
の
復
刻
版
で
あ
る
、
労
働
運
動
史
研
究
会

編
『
日
刊
平
民
新
聞　

明
治
社
会
主
義
史
料
集　

第
４
集
』（
明
治
文
献
資
料
刊

行
会
、
一
九
六
一
年
）
以
外
に
、
谷
川
ら
（
一
九
六
九
）
や
山
本
（
一
九
九
九
）

で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
の
筆
者
は
定
か
で
な
い
が
、
山
川

菊
栄
と
親
交
が
あ
っ
た
菅
谷
直
子
に
よ
る
と
、
山
川
菊
栄
は
、
筆
者
は
深
尾
韶

だ
と
山
川
均
が
言
っ
て
い
た
と
い
う（
関
口　

二
〇
一
四　

三
五
頁
）。

2	

『
学
制
百
年
史　

資
料
編
』
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
七
二
年
、
四
八
六
頁
、

参
照
。
ち
な
み
に
中
学
校
本
科
生
徒
数
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は

一
万
一
五
三
〇
人
で
あ
っ
た
。
同
、
四
八
九
頁
、
参
照
。

3	

「
女
学
生
の
風
儀
」『
教
育
時
論
』一
八
八
九
年
一
〇
月
五
日
。

4	

西
村
正
三
郎
「
学
校
参
観
記
（
高
等
女
学
校
の
評
論
）」『
教
育
時
論
』
一
八
八
八

年
五
月
一
五
日
。

5	

「
神
田
高
等
女
学
校
」『
教
育
時
論
』一
八
九
〇
年
四
月
五
日
。

6	

前
掲
『
学
制
百
年
史　

資
料
編
』
四
八
六
頁
に
よ
れ
ば
、
高
等
女
学
校
本
科
の

生
徒
数
は
、
一
八
八
九（
明
治
二
二
）年
に
三
二
七
四
人
と
な
り
ピ
ー
ク
を
迎
え

た
が
、
一
八
九
五（
明
治
二
八
）年
に
は
二
二
七
六
人
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。

7	

高
等
女
学
校
は
基
本
的
に
は
四
年
制
で
あ
り
、
中
学
校
は
五
年
制
で
あ
る
た

め
、
生
徒
数
全
体
で
は
な
く
入
学
者
数
を
示
し
た
方
が
、
両
者
の
実
態
の
比
較

が
よ
り
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

8	

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
和
歌
森
ほ
か
（
一
九
七
二 

一
九
七
～

二
〇
三
頁
）
参
照
。
ま
た
山
本
武
利
に
よ
れ
ば
、『
万
朝
報
』
は
少
な
く
と
も

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
ご
ろ
ま
で
東
京
で
発
行
さ
れ
て
い
る
新
聞
の
中
で

最
多
の
部
数
を
誇
っ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
、
つ
ま
り
他
の
新
聞
が
ほ
と
ん

ど
開
拓
で
き
て
い
な
い
下
層
階
層
に
ま
で
読
者
が
い
た
と
い
う
。
山
本
は
そ
の

理
由
を
、
定
価
の
安
さ
と
三
面
記
事
、
と
り
わ
け
暴
露
的
艶
種
に
求
め
て
い

る
。
詳
し
く
は
山
本
（
一
九
八
一　

九
五
～
一
〇
一
頁
）
を
参
照
。
た
だ
し
、

世
紀
転
換
期
の
数
年
間
は
、
幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦
な
ど
が
『
万
朝
報
』
に
入
社

し
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
批
判
の
論
説
記
事
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

一
九
〇
三（
明
治
三
六
）年
に
お
け
る
一
日
の
新
聞
発
行
部
数
は
、『
二
六
新
報
』

が
一
四
万
二
三
四
〇
部
と
全
国
一
位
で
あ
り
、『
万
朝
報
』は『
大
阪
朝
日
新
聞
』

『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
次
い
で
四
位
で
あ
っ
た
（
山
本　

一
九
八
一　

四
一
二

頁
）。
両
紙
が
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

9	

学
生
風
紀
問
題
に
つ
い
て
、
男
性
学
生
の
性
的
身
体
の
管
理
と
い
う
観
点
か
ら

読
み
解
い
た
研
究
と
し
て
渋
谷
（
一
九
九
九
、二
〇
一
三
）、
問
題
化
す
る
こ
と

で
生
じ
た
「
男
色
」
の
意
味
合
い
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
前
川

（
二
〇
一
一
）が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

10	
た
と
え
ば
、
深
谷
（
一
九
六
六
）、
渋
谷
（
一
九
九
九
、二
〇
一
三
）、
稲
垣

（
二
〇
〇
一
、二
〇
〇
二
、二
〇
〇
七
）、
小
山（
二
〇
一
〇
）な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
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11	

『
教
育
時
論
』に
は
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
女
学
生
批
判
が
し
ば
し
ば

転
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、『
国
益
新
聞
』『
時
事
新
報
』『
人
民
』

『
東
京
日
々
新
聞
』『
都
新
聞
』『
民
声
新
報
』『
大
和
な
で
し
こ
』
が
、
女
学
生
の

「
堕
落
」に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

12	

た
と
え
ば
、
社
説
「
新
聞
記
者
の
責
任
」『
婦
女
新
聞
』
一
九
〇
一
年
七
月
一
五

日
、「
所
謂
女
学
生
の
醜
聞
」
同
、
一
九
〇
二
年
七
月
二
一
日
、
社
説
「
二
六
新

報
記
者
に
呈
す
」
同
、
一
九
〇
二
年
九
月
八
日
、
社
説
「
女
学
生
の
冤
罪
」
同
、

一
九
〇
二
年
一
二
月
七
日
、「
女
学
生
の
取
締
」『
教
育
時
論
』
一
九
〇
二
年
七

月
五
日
、「
女
学
生
腐
敗
の
声
」『
中
央
公
論
』
一
九
〇
二
年
一
〇
月
、「
女
学
生

の
説
」『
万
朝
報
』一
九
〇
二
年
一
一
月
一
六
日
、
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。

13	

た
と
え
ば
、「
実
例
第
七
の
取
消
」『
二
六
新
報
』
一
九
〇
二
年
一
〇
月
二
二
日
、

参
照
。

14	

「
女
学
生
腐
敗
の
声
」『
中
央
公
論
』一
九
〇
二
年
一
〇
月
。

15	

た
と
え
ば
、「
女
生
徒
奢
侈
の
傾
向
」『
教
育
時
論
』
一
九
〇
二
年
五
月
一
五
日
、

竹
内
紅
蓮
「
所
謂
女
学
生
問
題
」『
女
学
世
界
』
一
九
〇
五
年
六
月
、
参
照
。
た

だ
こ
れ
に
は
女
学
生
の
出
身
階
層
、
つ
ま
り
女
学
生
が
中
・
上
流
階
層
の
出
身

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
。

16	

「
毛
錐
余
憤
」『
教
育
時
論
』一
九
〇
二
年
五
月
五
日
。

17	

峰
間
信
吉
「
府
県
立
高
等
女
学
校
の
程
度
を
論
ず
」『
教
育
時
論
』
一
九
〇
六
年

五
月
二
五
日
。
な
お
、峰
間
は
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
の
教
諭
で
あ
っ
た
。

18	

「
文
部
省
女
学
生
取
締
を
内
訓
す
」『
二
六
新
報
』
一
九
〇
二
年
九
月
一
八
日
、

「
女
学
生
取
締
の
内
訓
」『
教
育
時
論
』
一
九
〇
二
年
九
月
二
五
日
、
参
照
。
ま

た
こ
の
間
の
文
部
省
の
動
き
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
小
山
（
二
〇
一
〇　

二
二
七
～
二
三
〇
頁
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

19	

こ
れ
は
女
学
生
の
み
を
念
頭
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
学
生
の
風
儀
に

関
し
て
憂
慮
す
べ
き
こ
と
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
五
点
の
一
つ
に
、
男
女
間
の
風

紀
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。

20	

こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
改
正
女
子
訓
」『
教
育
時
論
』
一
九
〇
九
年
一
〇
月

一
五
日
、
参
照
。

21	

日
刊『
平
民
新
聞
』の
発
行
に
関
わ
っ
て
い
た
、
幸
徳
・
堺
・
石
川
が『
万
朝
報
』

に
勤
め
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
西
川
は

『
二
六
新
報
』に
勤
め
て
い
た
。

22	

「
目
白
の
花
柳
郷
（
一
四
）」（
二
月
五
日
）
で
は
、
招
待
会
で
接
待
す
る
女
学
生

を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
た
。「
腕
の
肉
胸
の
肌
あ
ら
は
な
る
も
の
あ
り
白

き
改
良
服
の
柳
の
腰
な
よ
や
か
な
る
も
の
あ
り
殊
更
に
袴
を
取
り
捨
て
裾
模
様

目
さ
む
る
ば
か
り
な
る
も
あ
り
紅
黄
紫
白
の
リ
ボ
ン
一
足
毎
に
ゆ
れ
て
天
女
の

羽
衣
今
目
の
あ
た
り
降
れ
る
が
如
き
心
地
す
」。

23	

夫
で
あ
る
下
田
猛
雄
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
、
彼

女
が
二
九
歳
の
時
で
あ
る
。

24	

残
り
の
主
な
誹
謗
中
傷
記
事
は
、
彼
女
が
高
い
地
位
に
就
き
、
高
給
を
取
り
な

が
ら
、
多
額
の
負
債
を
抱
え
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ

り
、「
泥
棒
根
性
あ
り
」（
四
月
一
三
日
）
と
ま
で
書
か
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
バ
ッ
シ
ン
グ
記
事
に
対
し
て
下
田
自
身
が
示
し
た
反
応
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
史
料
は
、
管
見
の
限
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

25	

他
に
、
下
田
を
取
り
あ
げ
て
い
る
小
説
と
し
て
は
、
松
本
清
張
『
小
説
東
京
帝

国
大
学
』
や
井
上
ひ
さ
し
「
海
老
茶
式
部
の
母
」
が
あ
る
し
、
森
鴎
外
『
青
年
』

に
も
下
田
を
モ
デ
ル
に
し
た
女
性
が
登
場
し
て
い
る
。

（
こ
や
ま
・
し
ず
こ
／
京
都
大
学 

名
誉
教
授
）
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Female-bashing in 1900s Japan: The Insults on Shimoda Utako and Female students

KOYAMA Shizuko

Shimoda Utako (1854–1936), a renowned female educator, was severely criticized in the socialist  

daily newspaper The Heimin Shinbun  in 1907. The newspaper insulted her and printed as many as 41 

serial articles between February 24th and April 13th where she was referred to as “the vamp.” This paper 

examines the logic and background of  the Shimoda-bashing in relation to contemporary insults directed 

at female students, and considers their historical meaning.

The results are the following. First, Shimoda, along with female students, was sexualized, and baselessly 

slandered in the media as being sexually “corrupt.” Second, both Shimoda and female students were 

perceived as threats to the conventional gender order, who challenged the traditional idea of  femininity, 

since Shimoda was active in a male-dominated area and female students were considered to be getting 

secondary education that was supposed to belong to men. Third, Shimoda, in particular, was seen as an 

“enemy of  the working class” by socialists in the context of  class conflict. The relentless personal attacks on 

Shimoda were based on a two-fold antipathy toward her, induced by class politics as well as gender politics. 

Contribution


