
近
代
女
子
教
育
史
研
究
と

『女
学
校
発
起
之
趣
意
書
』

―
―
小
山
静
子
著

『良
姜
賢
母
と
い
う
規
範
」
に
よ
せ
て
―
―

は

じ

め

に

『
日
本
女
性
史
研
究
文
献
目
録
』
Ｉ
～
ΠＩ
の
近
現
代
の

「教
育
」
を
概
観
す

る
と
、
近
代
女
子
教
育
研
究
は
女
学
校
教
育
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
さ
ら
に
女
学
校
教
育
研
究
に
お
い
て
は

「良
■
賢
母
」
が
重
要
な
テ

ー
マ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「良
妻
賢
母
」
に
関
す
る
ま
と
ま

っ
た
研
究
と
し

て
は
、
深
谷
昌
志

一良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
』
Ｔ
γ

芳
賀
登

『良
妻
賢
母
論
』

（と
、
小
山
静
子

「良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
↑
）な
ど
が
あ
る
。

最
新
の
成
果
で
あ
る
小
山
の
研
究
は
、
「良
妻
賢
母
」
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る

深
谷
の
研
究
や
そ
の
他
の
先
行
研
究
に
対
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
面
で
新

し
い
研
究
視
角
を
提
供
し
た
と
し
て
注
日
さ
れ
た
Ｔ
了
す
な
わ
ち
、
良
妻
賢
母

思
想
を
単
に

「儒
教
的
」
（封
建
的
）
女
性
観
と
み
な
し
た
り
、
「国
体
観
念
」

や

「家
族
国
家
論
」
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
疑
間
を
示
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を

「近
代
」
の
思
想
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
に
お
け
る

「良
妻
賢
母
」

の
規
範
性
を
問
題
に
し
た
点
、
あ
る
い
は
、
欧
米
の
近
代
国
家
に
お
け
る
性
別

役
割
分
業
思
想
と
の
共
通
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て

き
た

「良
妻
賢
母
」
の
前
近
代
的

・
特
殊
日
本
的
性
格
に
見
直
し
を
迫
ろ
う
と

し
た
点
に
新
味
が
見
出
だ
さ
れ
る
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
、
小
山
の
見
解
に
二
、
三
の
疑
間
を
示
し
、
あ
わ
せ
て

「良
妻
賢

母
」
研
究
を
中
核
と
す
る
近
代
女
子
教
育
史
研
究
の
あ
り
か
た
を
考
え
て
み
る

こ
と
と
す
る
。
は
じ
め
に
小
山
の
研
究
の
前
提
と
な
る
歴
史
認
識
―
―
近
世
の

と
ら
え
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

良
妻
賢
母
思
想
を
儒
教
的
あ
る
い
は
封
建
的
女
性
観
と
と
ら
え
る
こ
と
に
否

定
的
な
小
山
に
と

っ
て
、
女
訓
書
に
お
い
て

「江
戸
時
代
に
は
母
と
し
て
の
役

割
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
」
と
と
ら
え
、
「江
戸
時
代
に

奥

お
い
て
教
育
す
る
母
親
像
が
登
場
し
て
い
な
い
」
ヽヽ
と
を
指
摘
し
〓
γ
良
妻
賢

母
思
想
の
萌
芽
を
明
治
啓
蒙
期
に
求
め
て
近
世
と
断
絶
さ
せ
る
視
点
は
理
論
上

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
の
立
証
は
小
山
の
立
論
の
有
効
性
全
体
に
か

か
わ
る
問
題
と
な

っ
て
く
る
が
、
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
分
析
方
法

に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
日
本
教
科
書
大
系
　
往
米
編
　
一
五
巻
　
女
子
用
』
所
収

の
七
編
の
女
子
用
往
来
物
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て

一
人
世
紀

ま
で
の
刊
行
で
あ
る
。　
一
八
世
紀
を

「江
戸
時
代
」
に
置
き
換
え
る
の
は
は
た

し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
女
訓
書
の
内
容
が
近
世
を
通
し
て
変
化
し
て
い
な
い

（Ｃ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
菅
野
則
子
は
天
保
期

に
お
け
る
女
訓
書
の
再
編
を
指
摘
し
て
お
り

，
γ

今
後
の
研
究
の
深
化
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
女
訓
書
の
内
容
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
機
能
の
分
析
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
に
問
題
に
し
た
い
の
は

「良
妻
賢
母
」
規
範
の
現
代
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「良
妻
賢
母
」
が
日
本
の
近
代
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
深
谷
も
認
め
る
↑
）

と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
山
は
現
代
に
お
け
る

「良

妻
賢
母
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
に
つ
い
て
は
十
分
に
示
し
て
い
な
い
。

「
現
代
の
女
た
ち
に

一
つ
の
理
想
的
な
生
き
方
と
し
て

『良
妻
賢
母
』
が
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
の
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
」
，
戸
ヽ
い
つ
が
ヽ
は
た
し

て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
性
別
役
割
分
担
意
識
の
発
生
を
系
譜
的
に
た
ど

っ
て
い
く
と
、
新
中
間
層
が
形
成
さ
れ
る
大
正
期
に
た
ど
り
つ
く
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て

「良
妻
賢
母
」
と
性
別
役
割
分
担
意
識
を
結
び
つ
け
て
論
す
る
な

ら
ば
、
「近
代
」
を
大
正
期
を
境
に
三
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
小

山
は
国
家
に
よ
る
女
性
の
統
合
と
い
う
視
点
か
ら

「良
妻
賢
母
」
を
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
日
本
の
近
代
国
家
の
性
格
が
問
題
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
明
治
憲
法
あ
る
い
は
教
育
勅
語
の
成
立
を
画
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期
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
性
別
役
割
分
担
意
識
と
女
性
の
国
家
統
合
の
あ
り

か
た
を
二
つ
の
機
軸
に
し
て

「良
妻
賢
母
」
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
時

期
的
な
整
合
性
は
ど
こ
に
見
出
だ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
小
山
の
分

析
は
昭
和
初
年
で
お
わ
っ
て
お
り
、
戦
時
下
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

日
本
が
実
際
に
体
験
す
る
総
力
戦
体
制
下

（女
性
統
合
の
真
価
が
問
わ
れ
る
）

で
あ
ら
た
め
て

「新
し
い
良
妻
賢
母
」
が
論
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

り^
こ
と
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
を
問
題
に
す
る
な
ら

ば
、
戦
時
下
の
分
析
は
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
代
に

お
け
る
性
別
役
割
分
担
の
見
直
し
論
議
と

「母
親
大
会
」
の
名
の
も
と
に
結
集

す
る
女
性
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
と
、
「良
妻
」
と

「賢
母
」
は
ひ
と
く
く
り
に

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
通
し
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
小
山
の
立
論
の
前
提
に
な
る
歴
史
認
識
に
つ
い
て
疑
間
を
呈

し
た
が
、
こ
こ
で
は
主
に
先
に
挙
げ
た
第

一
の
点
に
関
し
て
筆
者
な
り
の
見
解

を
示
し
た
い
と
思
う
。
二
番
目
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

史
料
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
こ
う
。
往
来
物
な
ど
の
女
訓
書

（近
代
で
は
修

身
教
科
書
）
の
分
析
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
実
態
と
の
乖
離
が
問
題
に
な
る
。

ま
た
、
女
訓
書
作
者
の
人
物
像
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
小
稿

で
は
女
訓
書
で
は
な
く
、
女
学
校
設
立
を
提
起
し
た
奥
郵
喜
二
郎

女ヽ
学
校
発

起
之
趣
意
書
』
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
し
て
吉
円
松
陰
の
女
学
校
設
置
論
を
史
料

と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

奥
都
喜

二
郎
と

「
女
学
校
発
起
之
趣
意
書
』

『女
洋
鍛
焼
絶
一ヤ
脚
義
士
ど

（以
下
、
趣
意
書
と
略
）
は
、
天
保
八
年

（
一
八

三
七
）
、
増
上
寺
御
霊
尾
料
の
代
官
を
勤
め
る
幕
臣
・奥
郊
喜
二
郎
に
よ

っ
て
著

さ
れ
た
、
女
子
の
教
化

・
育
成
を
目
的
に
し
た
学
校
設
立
の
提
言
書
で
あ
る
。

は
じ
め
に
増
上
寺
領
と
奥
郵
喜
二
郎
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
ｉ
ｖ

増
■
寺
領
は
橋
樹
郡
二
四
か
村
、
荏
原
郡

一
三
か
村
、
都
筑
部
七
か
村
、
寧

島
郡

一
か
村
に
分
布
し
、
総
石
高
は

，旧
高
旧
領
取
調
帳
』
で
明
治
初
年
、　
一

万
三
七
〇
六
石
余
り
で
あ
る
。
ま
た
、
増
上
寺
領
の
成
立
は
将
軍
権
力
の
集
中

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の
支
配
構
造
も
特
有
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。

奥
椰
喜
二
郎
は
ゆ
る
ぎ
始
め
た
幕
藩
体
制
の
立
て
直
し
に
現
実
的
な
政
策
を

実
行
し
て

一
定
の
成
果
を
収
め
、
概
し
て
領
地
の
村
役
人
か
ら
は
好
感
を
も
た

れ
た
と
い
う
。
高
野
長
英
や
渡
辺
畢
山
ら
と
も
交
流
が
あ
り
、
洋
学
や
江
戸
湾

の
測
量
で
知
ら
れ
た
人
物
で
も
あ
る
。
ま
た
、
国
学
者

。
本
居
宣
長
か
ら
も
大

き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。

さ
て
、
そ
の
奥
郵
が
著
し
た

「女
学
校
発
起
之
趣
意
書
」
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

奥
椰
は
こ
の
趣
意
書
の
冒
頭
で
、
豊
章
原
の
水
穂
の
―‐Ｊ
の
大
和
魂

。
大
和
心

を
称
え
、
古
来
よ
り
独
立
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
精
神
故
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
続
い
て
、
平
和
が
長
く
続
い
た
結
果
、
上
も

下
も
奢
修
と
遊
情
に
流
れ
、
「共
弊
男
子
よ
り
も
女
子

ハ
な
ほ
甚
し
、
然
る
に
こ

れ
を
論
す
る
人
な
き

ハ
遺
憾
と
い
ふ
べ
し
」
■
了
特
に
そ
の
弊
害
は
男
子
よ
り

も
女
子
に
著
し
い
こ
と
を
嘆
く
。
Ｈ
く
、
髪
を
髪
結
い
に
結
わ
せ
る
、
背
中
を

湯
屋
の
男
に
洗
わ
せ
る
、
前
掛
け
の
紐
に
縮
緬
を
用
い
、
下
駄
の
場
諸
」は
ビ
ロ

ー
ド
だ
、
女
静
瑠
璃
も
め
っ
き
り
増
え
た
。
こ
れ
ら
は
み
な

「女
の
騎
」
で
あ

る
。
久
浄
瑠
璃
の
所
業
は
母
か
ら
子
へ
伝
わ
っ
て
恥
と
も
思
わ
ず
、
さ
ら
に
下

か
ら
上
へ
こ
の
弊
風
が
及
ぼ
さ
れ
、
武
家
に
も
い
や
し
い
風
俗
の
女
が
出
現
し

た
。
琴

。
三
味
線

・
胡
弓

・
鼓
な
ど
の
遊
芸
を
知
ら
な
い
の
を
恥
と
し
、
女
の

仕
事
で
あ
る
機
織
り
、
糸
と
り
、
縫
い
物
を
い
や
し
く
思
う
風
俗
と
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
手
習
い
の
師
匠
ま
で
親
の
機
嫌
を
と
る
始
木

で
あ
る
。
「男
子
に
は
師
を
取
り
身
を
修
る
道
を
習
は
じ
む
れ
ど
、
女
と
し
て
ハ

学
ぶ
も
の
希
な
る
故
に
、
女
の
法
あ
る
事
を
し
ら
ず
し
て
右
の
悪
風
に
な
り
ゆ

く
事
日
情
き
次
第
な
ら
ず
や
」。
女
子
は
学
ぶ
機
会
が
な
い
た
め
に
、
「女
の
法
」

あ
る
こ
と
を
し
ら
ず
に
悪
風
に
染
ま
る
の
で
あ
る
。

で
は
奥
鄭
喜
三
郎
が
理
想
と
し
て
求
め
る
女
性
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
賢
く
優
れ
た
け
で
あ

っ
た
。
た
２
２
ば
神
功
遭
脈
一

巴
御
前
、
北
条
政
子
。
「
胎
教
と
て
婦
人
懐
妊
す
れ
バ
寝
る
に
側
ず
坐
す
る
に
辺
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ず

（中
略
）
目
に
悪
き
色
を
見
ず
耳
に
悪
き
声
を
聴
ず
、
日
に
悪
き
言
を
出
ず

（中
略
）
夜

ハ
正
し
き
書
を
読
ミ
、
朝
に
起
て
ハ
立
居
振
舞
を
正
し
く
す
れ
バ
、

其
生
る

ヽ
子
形
容

撒
監
じ
て
才
徳
人
に
勝
る

ヽ
と
あ
り
、
こ
れ
胎
教
を
守
る
の

徳
に
て
人
に
性
と
習
と
あ
れ
パ
也

（後
略
ご

と
し
て
肝
心
な
の
は
母
の
心
掛
け

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
心
掛
け
と
は
、
ま
ず
物
を
読
む
こ
と
、
た

だ
し
漢
学
は
害
に
も
な
る
の
で
和
文
の

「女
孝
経
」
「女
大
学
」
が
よ
い
、
つ
い

で
手
習
い
、
教
訓
的
な
文
章
を
仮
名
ま
し
り
で
練
習
す
る
、
さ
ら
に
行
儀

・
し

つ
け
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
奥
郁
は
女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
武
芸
も
挙
げ
て

い
る
が
、
武
家

へ
奉
公
す
る
娘
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
批
で
あ
る
。
そ
し
て
遊

芸
な
ど
は
結
婚
に
は
無
用
の
も
の
で
あ
り
、
女
性
は

「和
ら
ぎ
順
ひ
て
貞
信
に

儀
．灘
く
静
か
な
る
を
よ
し
」
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
女
性
を
育
成
す
る
機
関
と
し
て

「女
学
校
」
が
考
え
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の

「女
学
校
」
の
あ
ら
ま
し
は
、

・
文
字
が
読
め
て
和
鏃
い

こ書
植
蛯
よ
く
す
る
女
師
匠
を
お
く

。
和
歌
、
し
つ
け
、
長
ガ
小
太
刀
の
専
門
の
師
匠
を
お
く

。
教
訓
書
を
書
き
習
わ
せ
て
道
理
を
説
き
示
す

・
規
則
を
厳
し
く
し
て
行
儀
を
し
つ
け
る

。
縫
い
物
、
機
織
り
、
糸
と
り
、
綿
摘
み
を
教
え
る

。
ま
た
こ
れ
ら
を
教
え
る
専
門
の
女
を
お
く

と
い
っ
た
も
の
で
、
江
戸
市
中
に
設
立
す
る
構
想
で
あ
る
。
女
性
に
質
素
を

守
ら
せ
、
経
済
の
再
建
を
企
図
し
た
。

こ
の
趣
意
書
に
は
ル
ビ
が
つ
け
ら
れ
、　
一
般
庶
民
の
日
に
ふ
れ
る
よ
う
配
慮

さ
れ
て
お
り
、
少
女
の
親
た
ち
に
呼
び
掛
け
て

「女
学
校
」
設
立
の
賛
同
者
を

求
め
た
の
で
あ
る
。

「
女
学
校
発
起
之
趣
意
書
」
研
究
に
つ
い
て

こ
の
趣
意
書
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
世
史
、
近
世
教
育
史
、
近
代
教
育

史
の
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
に
紹
ゆ
れ
て
お
こ
う
。

村
上
直
は
天
保
改
革
と
の
関
連
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
役
人
と
し
て

の
奥
郁
が
社
会
的
危
機
に
ど
う
対
応
し
よ
う
と
し
た
か
を
論
し
て
い
る
。
『女
学

校
発
起
之
趣
意
書
』
の
分
析
を
と
お
し
て
村
上
は
、
奥
椰
の
教
養
の
な
か
に
洋

学
以
外
に
国
学

・
儒
学
の
影
響
を
認
め
、
そ
の
思
想
的
開
明
性
の
過
大
評
価
に

疑
間
を
示
し
た
。
そ
の
証
左
と
し
て
女
学
校
設
立
を

「身
分
的
階
層
的
秩
序
を

根
ざ
し
た
封
建
的
規
制
に
よ
る
徳
育
を
目
的
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」

（Ｊ
と
結
論
し
、
奥
郵
の
思
想
的
限
界
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

菅
野
則
子
は
、
女
性
の
風
俗
の
乱
れ
や
奢
修
的
傾
向
に
危
機
感
を
も
つ
奥
郵

を
、
む
し
ろ
現
実
的
な
対
応
を
と
っ
た
為
政
者
と
位
置
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
趣
意
書
が

「女
の
道
」
に
よ
る
風
俗
矯
正
の
ね
ら
い
を
も
ち
つ
つ
も
、
女

性
を
外
へ
導
き
出
し
、
学
ぶ
機
会
を
設
け
る
と
い
う
学
校
設
立
の
方
法
を
と
っ

た
の
は
、
女
性
が
外

へ
出
る
こ
と
が
多
く
な
る

一
九
世
紀
の
状
況
を
た
く
み
に

と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
ｎ
了

一
方
、
近
代
教
育
史
の
側
か
ら
は
尾
形
裕
康

Ｂ
）や
小
山
静
子
が
こ
れ
を
紹

介
し
て
い
る
。
小
山
は
前
掲
書
で
良
妾
賢
母
思
想
と
の
関
連
で
こ
の
趣
意
書
に

言
及
し
、
奥
岬
の
女
学
校
設
立
を

「胎
教
論
に
の
っ
と
っ
た
女
学
校
設
置
論
」

で
あ
る
と
し
た
。

「
女
学
校
発
起
之
趣
意
書
』

に
み
る
現
実
認
識

奥
郁
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
な
危
機
の
弊
害
は
男
性
よ
り
も
女
性
に
顕
者
に
現

れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
を
問
題
に
す
る
も
の
が
少
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

こ
の
認
識
の
根
底
に
は
、
女
子
を
対
象
に
し
た
教
化
が
不
十
分
で
あ
り
、
従
来

の
女
訓
書
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

奥
鄭
の
提
言
す
る

「女
学
校
」
は
明
治
以
降
の
女
学
校
に
直
結
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
女
性
を
家
の
外

へ
集
め
学
校
形
式
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

手
習
塾
や
遊
芸
の
塾
に
お
け
る
集
団
教
育
の
効
果
や
女
性
の
手
習
い
師
匠
の
力

量
を
認
め
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
菅
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
の

外
へ
出
た
女
性
の
社
会
的
影
響
力
を
奥
岬
は
直
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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奥
椰
の
提
言
に
は
教
育
す
る
母
親
像
は
み
ら
れ
な
い
が
、
子
が
生
ま
れ
て
か

ら
の
母
親
の
影
響
力
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
教
育
の
対
象
と
し
て
の
女
性
、

教
育
の
結
果

へ
の
期
待
感
と
い
う
観
点
か
ら
奥
郵
の

「女
学
校
」
で
の
教
育
内

容
を
み
る
と
、
「女
紅
」
（縫
い
物
、
機
織
り
、
糸
と
り
、
綿
摘
み
な
ど
）
の
要

素
が
認
め
ら
れ
る
の
は
女
性
労
働
を
奨
励
し
、
女
性
の
経
済
的
役
割
に
着
目
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
奥
郭
の
主
張
が
賢
い
子
を
産
む
こ
と
だ
け
を
期
待
す
る

「胎
教
」
論
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
真
の
ね
ら
い
は

「質
素
を
守
る
教
に
な
る
事
」
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
「胎
教
」
論
は

「
四
方
の

小
女
の
親
達
」
の
理
解
を
促
す
た
め
の
論
法
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
婦
に
な
る
た
め
の
技
術
の
習
得
は
、
家
の
中
で
母
や
祖
母
か
ら

個
々
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
儒
教
的
な
道
徳
教
育

と
女
の
手
仕
事
を
教
え
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
奥
鄭
の

「女
学
校
」
は
、
為
政

者
の
立
場
か
ら
の
風
俗
矯

―――
の
性
格
が
強
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
学
校
設

立
資
金
調
達
の
問
題
も
合
め
て
、
奥
郵
の
提
言
は
現
実
性
を
も

っ
て
理
解
さ
れ

た
と
は
い
え
な
い
。
実
際
に
こ
れ
に
呼
応
し
て
学
校
を
設
立
し
た
例
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
役
人
で
あ
り
な
が
ら
強
烈

な
国
家
意
識
の
持
ち
主
で
あ
る
奥
郁
喜
二
郎
が

「女
学
校
」
の
設
立
を
日
論
だ

こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
的
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
国
学
的
な
危
機

意
識
に
よ

っ
て
女
の
役
割
に
着
日
し
、
村
上
の
い
う
よ
う
に
洋
学
で
は
な
く
儒

教
的
な
価
値
観
に
も
と
づ
い
て

「女
学
校
」
設
立
を
提
言
し
た
の
は
、
良
妻
賢

母
思
想
成
立
の

一
つ
の
歴
史
的
な
階
梯
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
、

近
世
と
近
代
を
断
絶
さ
せ
る
必
然
性
は
な
く
、
儒
教
的
徳
日
を
も

っ
た

「良
妻

賢
母
」
が
近
代
化
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
受
容

す
る
女
性
の
側
に
儒
教
的
徳
目
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
物
語
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

吉

田
松
陰

の
女
学
校
設
置
論

吉
田
松
陰
の
女
子
教
育
論
に
つ
い
て
は
、
安
政
元
年

（
一
八
五
四
）

一
二
月

二
日
付
の
妹
千
代
宛
の
手
紙
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
特
に
有
名
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は

「武
教
全
書
講
録
」
の

「
子
孫
教
戒
」
■
）も
あ
わ
せ
て
取
り
上

げ
よ
う
。
松
陰
は
こ
の
中
で

「女
子
ノ
教
戒
二
付
別
二
一
策
ア
リ
」
と
し
て
女

学
校
設
立
を
提
案
し
た
。
そ
の
構
想
は
、

・
師
長
を
お
く
。
師
長
は
士
大
夫
の
寡
婦
で
四
五
歳
以
上
、
貞
節
で
学
問

に
通
し
、
女
工
を
よ
く
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
学
校
に
寄
宿
す

ｏＯ
，
ヽ
ル
、

・
士
大
夫
の
女
子
で
八
歳
ま
た
は

一
〇
歳
以
上
の
者
を
入
学
さ
せ
、
寄
宿

も
許
す
。

・
教
育
内
容
は
手
習

い
・
学
問

。
女
功
と
す
る
。

一
般
庶
民
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な

い
が
、
「
几
ソ
生
フ
天
地
間

二
果
ル

者
、
貴
ト
ナ
ク
賤
ト
ナ
ク
、
男
ト
ナ
ク
女
ト
ナ
ク
、　
一
人
ノ
逸
居
ス

ヘ
キ
ナ
ク
、

一
人
ノ
無

レ
教
ル
ヘ
キ
ナ
シ
、
然

ル
後
初
テ
古
道

二
合

フ
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
の
理

念

の
も
と
に
、
手
習

い
や
女
工
の
他
に
学
問
を
投
け
る
こ
と
を
う
た

っ
て
い
る

点
が
奥
郵
の
女
学
校
と
異
な

っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
奥
椰
が
対
象
に
し
た
の
は

一
般
民
衆
で
あ
り
、
学
問
は
問
題
に
も
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
構
想
の
背
景
に
あ
る
吉
田
松
陰
の
教
育
観
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。凡

そ
人
の
子
の
か
し
こ
き
も
お
ろ
か
な
る
も
よ
き
も
あ
し
き
も
、
大
て
い

父
母
の
を
し

へ
に
依
る
事
な
り
。
就
中
男
子
は
多
く
は
父
の
教
を
受
け
、

女
子
は
多
く
は
母
の
を
し

へ
を
受
く
る
こ
と
、
ま
た
其
の
大
が
い
な
り
。

さ
り
な
が
ら
、
男
子
女
子
と
も
に
十
歳
已
下
は
母
の
を
し

へ
を
う
く
る
こ

と

一
し
は
お
ほ
し
。
故
に
父
は
お
ご
そ
か
に
母
は
し
た
し
、
父
は
つ
ね
に

外
に
出
て
、
母
は
常
に
内
に
あ
れ
ば
な
り
。
然
れ
ば
子
の
賢
愚
善
悪
に
開

る
所
な
れ
ば
、
母
の
教
ゆ
る
が
せ
に
す
べ
か
ら
ず
。
（中
略
）
い
ろ
は
た
と

へ
に
も
氏
よ
り
そ
だ
ち
と
中
す
事
あ
り
、
予
供
を
そ
だ

つ
る
事
は
大
切
な

る
事
な
り
。
（中
略
）
収
て
又
子
供
や
や
成
長
し
て
人
の
申
す
事
も
耳
に
入

る
様
に
な
り
た
ら
ば
、
右
等
の
事
を
本
と
し
て
古
今
の
種
々
な
る
物
語
致

し
き
か
す
べ
し
。
子
供
の
時
間
き
た
る
事
は
年
を
取
り
て
も
忘
れ
ぬ
も
の

な
れ
ば
、
埒
も
な
く
事
を
申
し
聞
か
す
よ
り
は
少
し
な
り
と
も
善
き
事
を

聞
か
す
る
に
し
く
は
な
し
。
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こ
れ
は

「父
は
外
、
母
は
内
」
と
い
う
現
実
認
識
の
も
と
に
、
胎
教
の
重
要

性
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
男
女
の
幼
児
期
に
お
け
る
母
親
の
教
育
力
を
重
視
す

る
も
の
で
あ

っ
た
。
古
田
松
陰
に
あ

っ
て
も
そ
の
女
性
観
は
ま
っ
た
く
儒
教
的

な
も
の
で
あ

っ
た
が

，
γ

女
性
の
役
割
を
あ
る
が
ま
ま
に
と
ら
え
得
た
点
は

奥
郵
喜
三
郎
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
「国
体
論
者
の
間
か
ら
女
学
校
の
構
想
が
提
出
さ
れ
た
の
は
興
味
深
い
事
実

で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
■
）も
あ
る
よ
う
に
、
国
家
意
識
と
家
の
外
で
の
女
子
教

育
と
の
結
合
は
、
近
代
公
教
育
の
展
開
以
前
に
議
論
と
し
て
は
可
能
な
状
況
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
と
明
治
初
年
の
藩
校
に
お
け
る
女
学

校
の
展
開
や

「学
制
」
と
の
関
連
の
解
明
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

ま
　
と
　
め

―
―
近
代
女
子
教
育
史
研
究
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
―
―

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
奥
郵
喜
二
郎
や
吉
田
松
陰
が
認
識
し
た
社
会
的
危

機
に
は
、
明
ら
か
に
女
性
の
動
向
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
両
者
と

も
新
し
い
女
性
像
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も

っ
ぱ
ら
従
来
ど
お
り
の
婦

徳
の
実
現
を
目
指
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が

「女
学
校
」
設
立
と
い
う
構
想
を
掲
げ
た
の
は
、
女
訓
書
の
再
編
が
迫
ら
れ
る

よ
う
な
時
代
状
況
を
敏
感
に
感
じ
取

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
主
観
的
に
は

婦
徳
の
奨
励
で
あ

っ
て
も
、
実
際
に
提
唱
し
て
い
る
こ
と
は
婦
徳

（奥
郵
の
表

現
で
は

「女
の
法
し

に
そ
む
く
女
性
の
実
態
の
追
認
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
歴
史

の
転
換
点
に
お
け
る
矛
盾
で
あ
る
。

近
代
女
子
教
育
史
研
究
の
現
状
に
お
い
て
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
変
革
期

を
適
確
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
時
代
区
分
に

と
ら
わ
れ
て
、
近
世
と
近
代
、
戦
前
と
戦
後
を
分
断
し
て
考
察
し
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。

女
子
教
育
史
に
限
ら
ず
教
育
史
研
究
の
難
し
さ
は
、
教
育
が
な
ん
ら
か
の
意

図
を
も

っ
て
行
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
図
が
貫
徹
し
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
教
育
の
意
図
が
も

っ
と
も
揺
れ
動
く
の
が
歴
史
的
な
変
革
期
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法

と
視
点
が
有
効
な
の
か
。
漠
然
と
社
会
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
て
い
る
が
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
き
る
と
こ
ろ
か

ら
と
り
か
か
る
と
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
歴
史
の
転
換
点
を
意
識
的
に
取
り

上
げ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

さ
て
、
小
稿
で
は

「良
妻
賢
母
」、
良
妻
賢
母
思
想
な
ど
あ
い
ま
い
に
使

っ
て

き
た
が
、
思
想
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
峻
別
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
に
正
確
な
概

念
規
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
が
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も

「良
妻
賢
母
思
想
」
と
い
う
表
現
が
可
能
か
ど
う
か
、
厳
密
に
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
近
代
女
子
教
育
史
研
究
に
お

い
て
自
党
的
に
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
課
題
は
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

注（１
）
　

黎
明
書
一房
、　
一
九
六
六
年
。
な
お
、　
一
九
八
〇
年
に
同
書
店
よ
り
増

補
版
が
刊
行
さ
れ
、
あ
ら
た
に
補
章

「良
妻
賢
母
主
義
と
現
代
社
会
」

が
も
う
け
ら
れ
た
他
は
、
ほ
ぼ
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。

雄
山
閣
、　
一
九
九
〇
年
。

勁
草
書
財́
、　
一
九
九

一
年
。

沢
山
美
果
子

『
日
本
女
性
史
研
究
文
献
日
録
』
皿

（東
京
大
学
出
版

会
、　
一
九
九
四
年
）
の
解
説
。

小
山
前
掲
書
六

一
頁
。

深
谷
前
掲
書

（増
補
版
）
二
四
頁
。

「女
子
の
教
育
」
（総
合
女
性
史
研
究
会
編

『
日
本
女
性
の
歴
史
　
文

化
と
思
想
」
、
角
川
書
店
、　
一
九
九
二
年
）

一
三
二
頁
。

前
掲
書

（増
補
版
）

一
四
頁
。

前
掲
書
は
し
が
き
。
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（１０
）

山
村
淑
子

「戦
時
体
制
移
行
期
に
お
け
る
母
親
像
の
変
容
」
（東
京
歴

史
科
学
研
究
会
婦
人
運
動
史
部
会
編

「女
と
戦
争
―
―
戦
争
は
女
の
生

活
を
ど
う
変
え
た
か
』
、
昭
和
出
版
、　
一
九
九

一
年
）
二
四
四
頁
。

（ｎ
）
　

村
上
直

「近
世

・
増
上
寺
領
に
お
け
る

『女
学
校
発
起
之
趣
意
書
』

に
つ
い
て
」
翁
法
政
史
学
』
第
二
〇
号
、　
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（‐２
）

趣
意
書
の
引
用
文
は
、
菅
野
則
子

「史
料
紹
介

Ц
女
学
校
発
起
之
趣

意
書
ヒ

亀
帝
京
史
学
』
第

一
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
こ
の
他
、

全
文
の
紹
介
は
尾
形
裕
康

『学
制
成
立
史
の
研
究
』
（校
倉
贅
房
、　
一
九

七
三
年
）
、
村
上
前
掲
論
文
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
菅
野
の
紹
介
が
も

っ

と
も
原
本
に
忠
実
で
あ
る
。

（‐３
）

ユ則
掲
論
文
三
〇
頁
。

（・４
）

菅
野
前
掲

「女
子
の
教
育
」

一
三
二
頁
。

（‐５
）
　

一則
掲

『学
制
成
立
史
の
研
究
』
。

（‐６
）
　

山
口
県
教
育
会
編
纂

『吉
円
松
陰
全
集
」
第
二
巻

（岩
波
書
店
、　
一

九
二
五
年
）

一
二
Ｉ
頁
以
下
。

（‐７
）

妹
千
代
宛
の
手
紙

（安
政
元
年

（
一
人
五
四
）
一
二
月
三
日
付
）
亀
教

育
宝
典
　
山
鹿
素
行
吉
田
松
陰
集
」
玉
川
大
学
出
版
部
、　
一
九
六
五
年
、

三
七
六
頁
以
下
）
で
、
先
に
み
た
母
と
し
て
の
心
得
の
ほ
か
、
婦
と
し

て
の
心
得

（夫
を
敬
い
、
舅
姑
に
事
え
る
こ
と
）
を
説
い
て
い
る
が
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
祖
先
の
崇
拝
、
神
明
を
崇
む
る
こ
と
、
親
族
の

和
睦
な
ど
に
も
言
及
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。

（‐８
）
　

深
谷
前
掲
書

（増
補
版
）
二
四
貞
。
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