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第
二
八
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
女
性
の
社
会
進
出　

―
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
か
ら
―
」
Ⅰ

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
女
性
の
社
会
進
出

 
 

フ
ラ
ン
ス
の
事
例
、
教
職
を
中
心
に 

 

松　

田　

祐　

子

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
松
田
祐
子
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
は
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
女
性
の
社
会
進

出
」
で
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
、
特
に
教
職
を
中
心
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

最
初
に
「
女
性
の
社
会
進
出
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
が
、「
女
性
た
ち
が
社
会

に
出
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
話
を
す
る
と
、
ま
る
で
最
近
ま
で

女
性
た
ち
は
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
は
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
し
考
え

て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
女
性
た
ち
は
ず
っ
と
働
い
て
い
ま
し
た
。
男
性
の
労

働
と
同
じ
く
、
人
類
の
始
ま
り
以
来
、
続
い
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
近

代
に
な
っ
て
以
降
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
す
が
、「
一
九
世
紀
中
頃（
一
八
五
〇
年
頃
）

の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
農
業
労
働
人
口
一
四
三
〇
万
人
の
う
ち
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
は

女
性
で
あ
っ
た
」
と
い
う
統
計
が
あ
り
ま
す
。「
農
業
だ
か
ら
」
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
農
村
の
住
民

で
し
た
の
で
、
統
計
上
も
非
常
に
多
く
の
女
性
が
働
い
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
女
性
の
労
働
が
見
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
フ
ラ

ン
ス
で
「
労
働
市
場
か
ら
女
性
た
ち
が
奪
わ
れ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

層
に
起
き
た
例
外
的
な
事
柄
で
あ
る
」
と
、
社
会
学
者
の
セ
ガ
レ
ン
は
言
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
外
的
な
こ
と
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で

す
ね
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
、
近
代
以
前
に
は
働
い
て
い
な
か
っ
た
女
性
た
ち
は
、

近
代
化
に
伴
っ
て
専
業
主
婦
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の
人
た
ち
の
一
部
が

働
く
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
発
端
が
、
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
第
一
次

世
界
大
戦
前
あ
た
り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、「
女
性
の
社

会
進
出
」
と
は
、「
女
性
が
働
き
始
め
た
」
の
で
は
な
く
て
、「
女
性
た
ち
が
男
性

と
平
等
な
権
利
を
持
っ
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で

す
。「
平
等
な
権
利
」
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
市
民
権
は
な
い
の
で
す
が
、
一
九
〇

“Lebensreform
”

近代ヨーロッパにおける女性の社会進出
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〇
年
前
後
か
ら
女
性
た
ち
は
、
労
働
権
を
は
じ
め
と
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を

獲
得
し
始
め
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
注
目
し

て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
〇
〇
年
前
後
の
フ
ラ
ン
ス
は
、「
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。「
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
美
し
い
時
代
」
と
い
う
意
味

で
、「
よ
き
時
代
」
と
も
訳
さ
れ
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
は

勝
利
は
し
ま
し
た
が
、
困
難
な
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
戦
前
を
振

り
返
っ
て
「
古
き
よ
き
時
代
」
と
い
う
意
味
で
、「
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
」
と
呼
ば

れ
た
の
で
す
。
こ
の
一
九
〇
〇
年
前
後
と
い
う
の
は
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス

革
命
、
一
八
〇
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
皇
帝
即
位
、
相
次
ぐ
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
以

来
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
か
ら
回
復
し
、
よ
う
や
く
共
和
主
義
体
制
に
な
っ
て

落
ち
着
い
て
き
た
時
期
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
政
治
と
宗
教
の
分
離
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
一
環
で
も
あ
る
の
で
す
が
大
き
な
出
来
事
と
し
て
世
俗
・
無
償
・
義
務
の
教

育
制
度
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳
し

く
説
明
し
ま
す
。

　

女
性
の
状
況
で
す
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
民
法
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン

民
法
は
、
も
ち
ろ
ん
優
れ
た
法
律
だ
っ
た
の
で
す
が
、
女
性
に
対
し
て
は
非
常
に

差
別
的
な
法
律
で
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
女
性
を
未
成
年
と
規
定
し
た
こ
と

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
族
主
義
的
な
規
範
を
重
視
し
た
の
で
、
夫
が
妻
を
保

護
し
、
妻
が
夫
に
服
従
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
妻
の
い
ろ
い
ろ
な
権
利
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
第
三
共
和
政
に

な
っ
て
か
ら
、
女
性
た
ち
が
頑
張
っ
て
改
正
を
試
み
、
民
事
的
諸
権
利
を
獲
得
し

て
い
き
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
す
の
で
、「
結
婚
は
神
が
定

め
た
も
の
」
と
し
て
基
本
的
に
離
婚
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
結
婚
は
契

約
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
、
王
政
、
第
二
帝
政
の
時
代

に
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
離
婚
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
妻
の
財

産
も
、
夫
の
許
可
な
し
に
は
自
由
に
使
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
自
由
に

使
え
る
権
利
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
、
公
の
書
類
に
も
署
名
で
き
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
署
名
す
る
権
利
を
得
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
婚
外
子
の
場
合
、「
こ
の
人

が
お
父
さ
ん
で
す
」
と
子
ど
も
に
勝
手
に
言
わ
れ
た
ら
困
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

て
、
子
ど
も
が
父
親
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
許
可
さ

れ
、
子
ど
も
が
父
親
を
探
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
母
親
は
親
権
を
持

つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
、
こ
の
時
代
に
次
々
と
獲
得
し
て
い

き
ま
す
。
教
育
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
時
代
ま
で
は
女
性
の
た
め
に
国
家
が
設

け
た
中
・
高
等
教
育
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
八
八
〇
年
末
の
カ
ミ
ー
ユ
・

セ
ー
法
に
よ
っ
て
女
子
中
等
教
育
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
八
九
〇
年
前
後
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
、
や
は
り
ベ

ル
・
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
っ
た
時
代
だ
と
言
え
ま
す
。
た
だ
、「
母
親
が
大
事
で
あ

る
」
と
い
う
、
母
性
へ
の
価
値
づ
け
も
進
み
ま
し
た
。
第
三
共
和
政
直
前
の
普
仏

戦
争
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
に
負
け
て
し
ま
い
、「
敗
因
は
兵
士
の
数
が
足
り

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
子
ど
も
を
ど
ん
ど
ん
産
ん
で
、
ち
ゃ
ん
と
育
て
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、「
母
性
が
大
事
だ
」
と
い
う
価
値
づ
け
が

進
ん
だ
の
で
す
。
そ
し
て
、
市
民
権
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
で
獲
得
で
き
る
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で
す
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
ま
で
に
は
で
き

な
く
て
、
結
局
、
女
性
参
政
権
獲
得
は
第
二
次
大
戦
後
の
、
日
本
と
同
じ
時
期
ま
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で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
時
代
に
職
業
に
就
い
た
女
性
は
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
見
ら
れ
ま
す
が
、
カ

ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
で
創
設
さ
れ
た
女
子
中
等
教
育（
コ
レ
ー
ジ
ュ
や
リ
セ
）の
恩
恵
を

最
初
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
娘
た
ち
で
し
た
。
た
だ
、

さ
ら
に
大
学
に
進
む
に
は
バ
カ
ロ
レ
ア
と
い
う
大
学
入
学
資
格
が
必
要
で
す
が
、

そ
の
試
験
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
古
典
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
や

哲
学
の
授
業
は
女
子
校
に
な
か
っ
た
た
め
、
独
自
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

女
子
中
等
教
育
の
内
容
は
一
九
二
四
年
ま
で
男
子
と
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
は

い
え
独
自
に
勉
強
し
て
バ
カ
ロ
レ
ア
を
取
得
す
る
女
性
も
増
え
て
い
き
、
一
八
九

二
年
に
は
一
〇
人
、
一
九
〇
〇
年
に
は
約
一
〇
〇
人
、
一
九
二
〇
年
に
は
約
一
〇

〇
〇
人
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
医
者
、
弁
護
士
、
リ
セ
な
ど
の
上
級
の
教

師
と
い
っ
た
専
門
職
に
就
く
女
性
が
出
て
く
る
の
も
こ
の
時
代
で
す
。

　

小
学
校
の
教
師
に
な
る
人
た
ち
の
話
を
こ
れ
か
ら
し
ま
す
が
、
こ
の
職
に
就
い

た
の
は
中
小
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
女
性
た
ち
で
す
。
彼
女
た
ち
の
人
生
は
結
婚

が
第
一
の
目
的
な
の
で
す
が
、「
結
婚
す
る
に
は
持
参
金
が
必
要
だ
。
で
も
、
い

ろ
い
ろ
な
理
由
で
お
金
が
な
く
て
、
持
参
金
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
人
た
ち
が
増
え
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
結
婚
で
き
な
い
か
ら

自
分
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
職
業
を
持
つ
こ
と

を
選
択
す
る
女
性
た
ち
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
が
仕
事
を
持
つ

こ
と
に
対
し
て
は
、「
良
家
の
子
女
が
仕
事
を
す
る
こ
と
は
、
階
級
か
ら
脱
落
す

る
こ
と
だ
」
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま
し
た
が
、
女
性
の
就
業
に
対
す
る
偏
見
が
だ

ん
だ
ん
弱
ま
っ
て
き
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
レ

ニ
ャ
ル
と
い
う
人
が
『
女
性
は
ど
う
や
っ
て
生
活
費
を
稼
ぐ
か
？
』
と
い
う
本
を

一
九
〇
八
年
に
書
い
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
「
昔
は
上
流
階
級
で
は
、
女
性
が
働

く
こ
と
は
地
位
の
失
墜
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
…
（
今
で
は
）働
く
女
性
を
称
え
る

傾
向
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
傾
向
の
も
と
で
、
女
性
の
た
め
の

職
業
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
女
性
の
職
業
に
つ
い
て
の
評
論
が
出
版
さ
れ
、
女
性
誌

に
は
職
業
の
情
報
や
紹
介
、
意
見
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
ま
だ
こ
の
時
代
に
は
、
大
多
数
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
た
ち
が
望
ん
で
い
た
の

は
結
婚
で
し
た
が
、
結
婚
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
人
生
を
歩
む
可
能
性
も
生
じ
て

き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
『
フ
ェ
ミ
ナ
』
と
い
う
女
性
誌
の
記
事
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
フ
ェ
ミ
ナ
』
は
、
価
格
が
け
っ
こ
う
高
い
、
上
流
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
た
め

の
女
性
誌
で
す
。
趣
旨
と
し
て
は
「
自
分
た
ち
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
を
め
ざ
す
の

で
は
な
く
て
、
女
性
ら
し
さ
を
め
ざ
す
雑
誌
で
あ
る
」
と
銘
打
っ
て
い
ま
す
が
、

女
性
の
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
学
校
の
紹
介
を
し
て
お
り
、
女
性
の
新
し
い

活
動
を
応
援
し
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
雑
誌
で
す
。

　

こ
の
雑
誌
で
女
性
の
職
業
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
っ
て
も
賞
金
付
き
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
す
が
、
作
家
、
弁
護
士
、

医
者
、
お
針
子
、
刺
繍
工
、
看
護
婦
、
小
間
使
い
、
タ
イ
ピ
ス
ト
、
電
話
交
換
手
、

教
師
な
ど
全
部
で
三
二
種
類
の
職
業
を
挙
げ
て
、「
あ
な
た
は
ど
の
職
業
を
選
び

ま
す
か
？
」
と
問
う
も
の
で
、
回
答
数
は
八
七
四
七
票
で
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
回

答
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
読
者
の
女
性
た
ち
が
職
業
に
対
し
て
そ
れ
だ
け
関

心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
人
気
職

業
ト
ッ
プ
3
は
作
家
、
医
者
、
弁
護
士
で
、
こ
れ
ら
の
職
業
に
は
非
凡
な
能
力
と

特
別
な
才
能
が
要
り
ま
す
か
ら
、
彼
女
た
ち
が
実
際
に
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て

近代ヨーロッパにおける女性の社会進出
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考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
が
、
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
女
性
誌
『
ラ
・
モ
ー
ド
・
イ
リ
ュ
ス
ト

レ
』
の
職
業
案
内
の
記
事
で
す
。
こ
の
雑
誌
は
、『
フ
ェ
ミ
ナ
』
よ
り
は
階
級
が

少
し
下
の
人
の
た
め
の
女
性
誌
で
、
値
段
も
半
分
ぐ
ら
い
で
し
た
。
見
出
し
は

「
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
と
職
業
」
で
、
仕
事
の
内
容
、
就
職
方
法
、
資
格
、
給
与
・

手
当
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
、
解
説
を
し
て
い
ま
す
。
一
九
〇
二
年
一
二

月
か
ら
一
九
〇
四
年
五
月
ま
で
、
二
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
ま
し
た
。「
社

会
が
進
歩
し
、
仕
事
を
す
る
女
性
た
ち
が
増
え
る
な
か
で
、
教
育
を
受
け
、
知
的

で
立
派
な
家
庭
の
若
い
娘
が
、
育
っ
た
階
級
か
ら
脱
落
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
状

況
に
陥
っ
た
り
、
道
徳
的
に
有
毒
な
空
気
に
さ
ら
さ
れ
る
の
を
避
け
る
こ
と
の
で

き
る
望
ま
し
い
職
業
は
何
か
？
」
と
い
う
趣
旨
の
も
と
で
解
説
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
記
事
を
書
い
た
人
の
職
業
選
択
基
準
は
、「
社
交
界
か
ら
身
を
落
と
す

こ
と
が
な
い
」
と
い
う
の
が
最
も
重
要
で
、
二
つ
め
は
「
労
働
の
量
に
見
合
っ
た

報
酬
」
で
す
。
そ
の
基
準
で
選
ん
だ
職
業
は
、
ま
ず
政
府
の
雇
用
で
、
商
業
省
、

公
共
事
業
省
、
財
務
省
、
公
教
育
省
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
次
は
大
企
業
で
、

フ
ラ
ン
ス
銀
行
、
不
動
産
銀
行
、
リ
オ
ン
銀
行
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
商
会
、
鉄
道
な
ど

に
就
職
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
待
遇
は
ど
う
か
等
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
養
護
施
設
が
中
心
の
社
会
福
祉
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
も
、
仕
事
に
対
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
た
ち
が
関
心
を
持

ち
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
た
ち
が
職
業
に
進
出
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
最
初
に
多

く
の
女
性
を
雇
っ
た
の
が
郵
便
局
・
電
信
電
話
局
で
、
こ
の
職
業
で
「
女
性
化
」

と
い
う
言
葉
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、
官
公
庁
や
大
企
業
の
女
性
職

員
も
増
え
て
い
き
ま
す
。
郵
便
局
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
話
し
ま
せ
ん
が
、
官

庁
と
し
て
の
都
市
郵
便
局
が
男
性
と
同
じ
仕
事
を
す
る
女
性
局
員
を
採
用
し
た
の

は
一
八
九
二
年
で
、
一
八
九
三
年
に
三
〇
〇
〇
人
、
一
九
〇
〇
年
に
は
六
五
〇
〇

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
電
信
・
電
話
局
は
新
し
い
職
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

に
も
女
性
た
ち
が
た
く
さ
ん
雇
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
財

務
省
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
、
不
動
産
信
用
金
庫
な
ど
に
も
女
性
た
ち
が
雇
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
こ
に
就
職
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
先

ほ
ど
の
記
事
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、『
ラ
・
モ
ー
ド
・
イ
リ
ュ
ス
ト
レ
』
の
職
業
ガ
イ
ド
全
二
五
回
の
連
載

の
う
ち
一
五
回
は
教
職
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
教
職
に
は
、
教
育
制
度
の

改
革
に
伴
っ
て
た
く
さ
ん
の
女
性
た
ち
が
就
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ

な
批
判
を
ひ
き
お
こ
し
た
仕
事
で
す
が
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
携
わ
っ
た
の
が
、

こ
の
教
職
と
い
う
職
業
で
し
た
。

　

公
立
小
学
校
の
女
性
教
師
で
す
が
、
こ
れ
は
一
九
世
紀
末
の
第
三
共
和
政
と
い

う
時
代
に
制
度
化
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
前
の
女
子
教
育
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
申
し

ま
す
と
、
一
九
世
紀
前
半
の
女
子
教
育
は
家
庭
内
教
育
か
修
道
院
で
の
教
育
が
中

心
で
し
た
。
七
月
革
命
の
後
の
七
月
王
政
期
の
一
八
三
三
年
に
ギ
ゾ
ー
法
が
で
き
、

こ
こ
で
初
等
教
育
が
定
め
ら
れ
、
人
口
五
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
に
男
子
小
学
校

を
設
置
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
ギ
ゾ
ー
法
で
は
、
女
子
教
育
は

「
無
駄
」
と
い
う
こ
と
で
切
り
捨
て
ら
れ
ま
し
た
。
女
性
た
ち
は
パ
ン
シ
オ
ー
ナ

（
修
道
会
や
世
俗
の
婦
人
が
経
営
す
る
、
上
流
階
級
の
娘
の
た
め
の
寄
宿
学
校
）で
勉
強
し

て
い
た
の
で
す
が
、
上
級
水
準
の
教
育
は
男
性
の
教
授
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
担
当
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し
、
女
性
は
副
教
師
と
し
て
宗
教
と
道
徳
と
裁
縫
な
ど
の
選
択
科
目
の
み
教
え
れ

ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
一
八
五
〇
年
、
第
二
共
和
政
期
に
よ
う
や
く
、
人
口
八
〇
〇
人
以
上

の
市
町
村
に
女
子
小
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
修
道

会
が
発
行
す
る
「
服
従
証
明
書
」
を
教
員
免
許
状
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
に
、
女
性
教
師
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
が
修
道
女
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

修
道
女
は
、
き
ち
ん
と
し
た
教
育
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

ち
ょ
っ
と
し
た
読
み
書
き
計
算
と
裁
縫
が
で
き
る
程
度
で
、
そ
う
い
う
女
性
が
教

壇
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
の
時
代
に
は
、
女
性
の
た
め
の
中
等
教

育
は
不
十
分
な
が
ら
も
少
し
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
女
子
教
育
と
い
え
ば
す
べ
て
初
等
教
育
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
時
代

の
教
師
は
、
最
低
賃
金
の
保
障
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
修
道
女
で
す
か
ら
、

「
賃
金
」
と
い
う
も
の
に
な
じ
ま
ず
、「
奉
仕
」
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

教
育
改
革
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
第
三
共
和
政
に
な
っ
た
一
八
八
〇

年
代
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
普
仏
戦
争
の
後
、
し
ば
ら
く
混
乱
が
続
き
ま
す
が
、

落
ち
着
い
て
く
る
の
が
一
八
八
〇
年
代
で
す
。
こ
の
と
き
の
教
育
改
革
の
基
本
と

な
る
の
は
「
無
償
・
義
務
・
世
俗
」
と
い
う
、
初
等
教
育
の
三
原
則
で
す
。

ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
が
つ
く
り
ま
し
た
の
で
、
フ
ェ
リ
ー
法
と
名
前
が
つ
い
て

い
ま
す
。
一
八
八
一
年
に
「
無
償
」
が
決
め
ら
れ
、
一
八
八
二
年
に
「
義
務
・
世

俗
」
が
決
め
ら
れ
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
学
校
が
で
き
る
の

で
す
か
ら
先
生
が
要
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
先
生
を
養
成
す
る

た
め
の
師
範
学
校
を
つ
く
る
こ
と
が
一
八
七
九
年
に
定
め
ら
れ
、
男
と
女
の
師
範

学
校
が
各
県
に
一
つ
ず
つ
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
修
道
会
が

発
行
す
る
「
教
員
免
許
」
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
初
等
教
育
の
資
格
制

度
と
任
用
制
度
が
、
一
八
八
六
年
の
ゴ
ブ
レ
法
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の

な
か
で
、
公
立
小
学
校
の
女
性
教
師
は
修
道
女
で
は
な
く
世
俗
の
女
性
に
す
る
こ

と
が
決
め
ら
れ
、
空
き
が
で
る
の
に
応
じ
て
修
道
女
か
ら
世
俗
の
女
性
に
代
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、

い
つ
ま
で
も
修
道
女
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

女
性
教
師
養
成
の
た
め
の
高
等
小
学
校
、
師
範
学
校
が
創
設
さ
れ
、
多
種
多
様

な
学
校
・
免
状
・
資
格
・
試
験
が
生
ま
れ
、
次
々
に
生
ま
れ
て
は
改
変
さ
れ
て
…

と
い
う
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、『
両
世
界
評
論
』

と
い
う
雑
誌
に
モ
ー
リ
ス
・
タ
ル
メ
イ
と
い
う
人
が
「
教
え
る
女
性
た
ち
」
と
い

う
論
文
を
載
せ
、
そ
の
な
か
で
「
女
性
教
師
の
世
界
は
恐
ろ
し
く
複
雑
に
細
分
化

さ
れ
、
無
限
に
分
類
さ
れ
て
い
る
組
織
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
そ

の
た
め
に
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
ゴ
ブ
レ
法
に
よ
る
教
師
の
世
界
を
簡
単
に
見
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
初
等
教
育
の
範
囲
は
①
幼
稚
園
と
幼
児
学
級
、
②
小
学
校
、
③
高
等

小
学
校
と
小
学
校
高
等
学
級（「
補
完
講
座
」
と
呼
ば
れ
ま
す
）、
④
職
業
訓
練
学
校

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
幼
稚
園
と
幼
児
学
級
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
資
格
を
持
っ
た
先

生
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
つ
め
は
、
原
則
男
女
別
学
で
す
。
男

の
子
と
女
の
子
で
学
校
を
分
け
た
り
、
あ
る
い
は
同
じ
学
校
で
も
ク
ラ
ス
は
別
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
二
校
つ
く
る
余
裕
の
な
い
小
さ
な
村
で
は
、

教
室
が
一
つ
し
か
な
く
、
一
学
級
の
み
で
男
女
共
学
と
い
う
例
も
け
っ
こ
う
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
先
生
も
一
人
で
す
。
ま
た
、
女
子
校
と
共
学
校
は
女
性
教
師

が
教
え
、
男
子
校
は
男
性
教
師
が
担
当
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
つ
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め
に
、
公
立
学
校
の
教
育
は
修
道
女
で
は
な
く
世
俗
教
師
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
四
つ
め
に
、
教
師
に
な
る
に
は
初
等
教
育
資
格
免
許
が
必
要
に
な
り
、
五

つ
め
に
、
教
師
は
試
補
教
師
と
正
教
師
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
試
補

教
師
と
い
う
の
は
、
見
習
い
教
師
で
す
が
、
上
級
教
育
資
格
免
状
を
保
持
し
て
い

て
、
就
任
期
間
二
年
未
満
の
教
師
で
一
人
で
教
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
正
教

師
は
、
二
年
間
の
試
補
期
間
を
終
え
、
教
育
適
性
資
格
を
取
得
し
、
県
評
議
会
の

受
け
入
れ
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
後
、
任
用
さ
れ
た
教
師
で
す
。
で
す
か
ら
、
資

格
を
取
っ
て
も
、
知
事
が
任
用
す
る
ま
で
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
あ
り
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
任
用
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

た
だ
、
資
料
を
読
む
と
、
助
教
師
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
法
律
上
は
試
補
教

師
と
正
教
師
の
二
つ
に
決
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
昔
か
ら
あ
っ
た
正
教
師
／
助
教
師

の
区
別
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
正
教
師
の
資
格
を
持
っ
て

い
て
も
助
教
師
で
あ
っ
た
り
、
試
補
免
状
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
に
助
教
師
で

あ
っ
た
り
す
る
例
も
あ
り
ま
し
た
。

　

教
師
に
な
る
た
め
の
免
状
と
資
格
に
つ
い
て
で
す
が
、
免
状（brevet
）は
学
識

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
公
に
認
定
す
る
も
の
で
す
。
基
礎
免
状
は
、
七
月
王
政
の

頃
か
ら
存
続
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
免
状
の
出
発
点
に
な
る
も
の
で
す
。
そ
し

て
、
正
教
師
に
な
る
に
は
上
級
免
状
に
加
え
て
、
教
育
適
性
資
格
が
必
要
で
し
た
。

こ
れ
は
、
知
識
だ
け
で
な
く
、
教
師
が
担
当
す
る
教
育
内
容
の
教
え
方
を
修
得
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。
一
般
的
な
勉
強
だ
け
で
な
く
、
裁
縫

の
資
格
や
デ
ッ
サ
ン
の
資
格
な
ど
と
同
様
の
適
性
資
格
で
す
。

　

正
教
師
に
な
る
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
上
級
免
状
を
取

得
し
、
試
補
教
員
と
し
て
二
年
以
上
勤
務
し
て
、
教
育
適
性
資
格
を
取
得
し
、
県

評
議
会
の
受
け
入
れ
名
簿
に

記
載
さ
れ
た
後
、
任
命
を
待

つ
と
い
う
方
法
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
師
範
学
校
を
卒

業
す
る
と
い
う
方
法
で
す
。

師
範
学
校
を
卒
業
す
る
と
、

有
利
な
条
件
で
教
師
に
な
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

女
子
師
範
学
校
は
、
男
子

師
範
学
校
と
同
様
に
各
県
に

一
校
置
か
れ
、
こ
の
学
校
の

卒
業
生
は
、
優
先
的
に
公
立

学
校
の
教
員
と
し
て
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
基
本
的
に
無
償
で
、
附
属
の
小
学
校
・
幼
稚
園
で
実

習
が
で
き
ま
し
た
。
在
学
期
間
は
三
年
間
で
す
が
、
二
年
間
の
試
補
期
間
が
免
除

さ
れ
る
と
い
う
特
権
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
卒
業
ま
で
に
上
級
免
状
と
教
育

適
性
資
格
の
取
得
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
師
範
学
校
を
卒

業
す
れ
ば
、
自
動
的
に
い
ろ
い
ろ
な
資
格
が
取
れ
、
任
用
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

入
学
条
件
は
、
一
七
歳
以
上
で
、
基
礎
免
状
を
所
持
し
、
選
抜
試
験
に
合
格
す

る
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
「
一
〇
年
間
は
教
員
と
し
て
奉
仕
し
、
途
中
で
退
学
・

退
職
し
た
場
合
は
、
授
業
料
と
生
活
費
を
返
却
す
る
」
と
い
う
誓
約
書
を
提
出
す

る
と
い
う
厳
し
い
項
目
が
あ
り
ま
し
た
。
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
退
学
・
退
職
せ

図 １ 　ドローム県の女子師範学校生（１890）　A. Vincent,  
L'ÉCOLE NORMALE, Alan Sutton, 200１より
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ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
は
多
額
の
お
金
を
返
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
条
件
が

あ
っ
た
わ
け
で
、
覚
悟
を
持
っ
て
師
範
学
校
に
入
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
無
償
で
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
が
で
き
、
さ
ら
に
は
実
習
も
で
き
、
資
格

も
取
れ
ま
す
か
ら
、
貧
し
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
魅
力
の
あ
る
学
校
で
あ
っ
た
と

言
え
ま
す
。
学
校
で
は
、
細
か
く
決
め
ら
れ
た
時
間
割
に
沿
っ
て
、
健
康
的
で
単

調
な
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

制
服
は
、
無
地
の
ス
カ
ー
ト
と
ブ
ラ
ウ
ス
、
黒
い
コ
ー
ト
と
黒
い
エ
プ
ロ
ン
で

し
た
の
で
、「
こ
こ
は
、
ま
る
で
世
俗
の
修
道
院
の
よ
う
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は

世
俗
の
修
道
女
の
よ
う
で
あ
る
」
と
形
容
さ
れ
、
建
物
や
教
室
も
非
常
に
無
機
質

だ
っ
た
と
、
資
料
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

男
子
の
師
範
学
校
生
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
が
「
共
和
国
の
軽
騎
兵
」
と
名

付
け
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
女
子
が
「
修
道
女
」
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し

て
、
男
子
は
少
し
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
女
性
教
師
の
待
遇
と
数
で
す
が
、
給
料
は
、
学
校
の
種
類
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
し
、
助
教
師
か
正
教
師
か
校
長
か
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
さ
ら
に
一
等
級

か
ら
五
等
級
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
女
性
教
師
の
給
料
は
、
一
九
〇
五
年
の
時

点
で
年
間
一
一
〇
〇
～
二
二
〇
〇
フ
ラ
ン
で
す
。
男
性
教
師
は
平
均
で
二
二
三
〇

フ
ラ
ン
で
し
た
の
で
、
女
性
の
ほ
う
が
少
し
少
な
い
と
言
え
ま
す
。
こ
の
時
代
の

パ
リ
住
民
の
平
均
収
入
は
、
貧
困
層
が
一
〇
七
〇
フ
ラ
ン
、
中
間
層
が
五
三
四
〇

フ
ラ
ン
で
す
の
で
、
貧
困
層
よ
り
は
少
し
上
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
間
層
に
は

と
う
て
い
届
か
な
い
額
で
し
た
。
初
等
教
育
の
女
性
教
師
の
給
料
が
男
性
と
同
じ

に
な
る
の
は
、
一
九
一
九
年
で
、
中
・
高
等
教
育
は
一
九
二
七
年
か
ら
同
じ
に
な

り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
女
性
の
給
料
は
男
性
よ
り
低

い
の
で
す
が
、
教
師
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
男
女
の
給
料
が
同
じ
に
な
っ
た
と
い

う
意
味
で
非
常
に
珍
し
い
職
業
で
も
あ
り
ま
す
。

　

数
は
、
女
性
教
師
の
ほ
う
が
男
性
教
師
よ
り
も
少
し
多
く
な
り
ま
す
。
男
の
子

に
は
男
性
教
師
、
女
の
子
に
は
女
性
教
師
と
い
う
こ
と
な
の
で
同
数
に
な
る
は
ず

で
す
が
、
幼
稚
園
、
共
学
校
、
一
学
級
の
み
の
単
級
学
校
の
教
師
は
女
性
で
す
の

で
、
女
性
の
ほ
う
が
少
し
多
く
な
り
ま
す
。
一
九
一
〇
年
時
点
で
は
、
男
性
教
師

が
五
万
七
千
人
、
女
性
教
師
が
六
万
人
で
す
。
女
性
教
師
の
割
合
は
、
第
一
次
世

界
大
戦
前
の
一
九
一
四
年
に
は
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
戦
後
の
一
九
三
二
年
に
は

六
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
幼
稚
園
・
小
学
校

の
低
学
年
の
教
師
は
母
性
本
能
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
女
性
に
ふ
さ
わ

し
い
と
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
幼
稚
園
」
は
「
エ
コ
ー
ル
・
マ
テ
ル
ネ

ル
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
母
親
代
わ
り
の
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。

つ
ま
り
、「
幼
稚
園
＝
母
親
代
わ
り
の
学
校
」
と
な
り
、
女
性
が
ふ
さ
わ
し
い
と

さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

ア
レ
ク
シ
ス
・
ル
メ
ス
ト
ル
と
い
う
人
が
『
試
験
と
学
校
に
臨
む
若
い
娘
た

ち
』（
一
八
九
一
年
）と
い
う
学
校
紹
介
の
本
の
な
か
で
、
公
教
育
が
整
う
前
の
女

性
教
師
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、「
や
せ
て
、
無
愛
想
で
、
ぎ
す
ぎ
す
し
て
い
て
、

尖
っ
た
鼻
、
ぺ
ち
ゃ
ん
こ
の
身
体
、
後
ろ
に
そ
っ
た
額
、
黒
い
ヘ
ア
バ
ン
ド
、
く

す
ん
だ
色
の
鼻
眼
鏡
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
そ
れ
は
変
わ
っ
た
。
公
務

員
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
昔
の
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
は

そ
の
後
も
残
っ
た
よ
う
で
す
。
公
教
育
整
備
後
も
、
国
家
公
務
員
と
な
っ
た
女
性

教
師
に
は
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
モ
ー
リ

ス
・
タ
ル
メ
イ
は
、
女
性
教
師
に
つ
い
て
「
底
辺
か
ら
出
て
き
て
、
貪
欲
で
、
う

近代ヨーロッパにおける女性の社会進出
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ぬ
ぼ
れ
屋
で
、
モ
ラ
ル
に
も
教
育
に
も
欠
け
て
い
て
、
気
ま
ぐ
れ
に
教
師
に
な
っ

た
」
と
、
辛
辣
に
批
判
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
レ
オ
ン
・
フ
ラ
ピ
エ
は
、『
田
舎

の
女
性
教
師
』（
一
八
九
七
年
）と
い
う
小
説
の
な
か
で
、
登
場
人
物
に
「
女
性
教

師
は
女
で
は
な
い
。
敬
意
に
値
し
な
い
。
女
性
教
師
に
は
何
を
し
て
も
卑
劣
な
行

為
に
な
ら
な
い
。
礼
儀
正
し
さ
、
哀
れ
み
さ
え
も
必
要
な
い
。」
と
語
ら
せ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
公
務
員
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
女
性
教
師
に
対
す
る
伝
統
的
な

偏
見
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
女
性
教
師
の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
た
め
に
、
レ
オ
ン
・
フ
ラ
ピ
エ

の
小
説
『
田
舎
の
女
性
教
師
』
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
は
あ
ら
す
じ
で
す
。

　

主
人
公
ル
イ
ー
ズ
・
シ
ャ
ル
ド
ン
は
上
級
免
状
を
取
得
後
、
シ
ャ
ボ
ワ
に
助
教

員
の
職
を
得
る
。
少
し
し
て
父
親
の
コ
ネ
で
他
の
町
の
正
教
員
に
任
命
さ
れ
る
が
、

そ
の
地
域
は
住
民
の
意
図
に
反
し
て
世
俗
化
し
た
の
で
、
彼
ら
の
敵
意
や
無
関
心

に
直
面
す
る
。
生
徒
た
ち
の
授
業
へ
の
抵
抗
、
媚
を
売
ら
な
い
ル
イ
ー
ズ
に
対
す

る
視
学
官
ヴ
ォ
ー
パ
ス
氏
に
よ
る
悪
意
の
こ
も
っ
た
報
告
書
が
書
か
れ
る
。
そ
れ

で
も
彼
女
は
教
育
を
立
て
直
す
こ
と
に
成
功
し
、
次
の
視
学
官
ド
ゥ
サ
ン
氏
は
彼

女
の
資
質
を
賞
賛
し
、
新
た
な
場
所
で
昇
進
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
ゥ
サ
ン
氏

は
失
脚
し
、
ル
イ
ー
ズ
も
次
の
視
学
官
ル
コ
ッ
ク
氏
に
よ
っ
て
降
格
さ
せ
ら
れ
、

別
の
場
所
に
異
動
。
今
度
は
土
地
の
名
士
た
ち
へ
の
訪
問
を
怠
っ
た
た
め
に
再
び

異
動
さ
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
六
年
間
教
え
る
。
生
徒
た
ち
に
学
業
修
了
試
験
を
受
け

さ
せ
親
た
ち
の
好
意
を
期
待
す
る
が
、
酷
使
し
て
い
た
喉
の
炎
症
の
た
め
、
試
験

当
日
に
大
量
出
血
。
試
験
に
付
き
添
う
こ
と
が
で
き
ず
、
生
徒
た
ち
は
み
な
失
敗
。

彼
女
は
村
人
に
罵
ら
れ
、
孤
独
の
ま
ま
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ヒ
ロ
イ
ン
は
、
本
当
に
純
粋
な
娘
で
、
教
師
の
仕
事
に
志
を
持
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
彼
女
を
食
い
物
に
し
よ
う
と
す
る
男
た
ち
に
よ
っ
て
何
度
も
狙
わ
れ
ま
す
。

気
に
入
ら
れ
な
か
っ
た
ら
転
勤
さ
せ
ら
れ
、
悪
意
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
し
て
、
最

後
は
孤
独
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
惨
な
話
で
す
。
こ
の
小
説
に
は
、

女
性
教
師
の
生
活
が
ひ
ど
く
悲
惨
で
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

フ
ラ
ピ
エ
は
、
自
分
の
妻
が
女
性
教
師
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
経
験
を
も
と

に
こ
の
小
説
を
書
き
ま
し
た
が
、
ど
の
程
度
実
態
を
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
公
立
小
学
校
教
師
の
社
会
的
出
自
は
、
男
性
は
社
会
的
上
昇
を
め
ざ
す
農
民

や
労
働
者
出
身
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
女
性
は
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ（
下
級
公
務

員
、
小
商
店
主
、
会
計
士
、
教
師
な
ど
）出
身
者
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
家
が

財
政
的
に
苦
し
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
教
職
に
就
い
た
人
が
多
か
っ
た
わ
け
で
、

一
方
教
え
て
い
る
生
徒
た
ち
は
農
民
や
労
働
者
の
子
供
で
す
か
ら
、
女
性
は
赴
任

地
に
な
じ
む
の
が
少
し
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
師
範
学
校
に
入
る
に
は
相
当
な
覚
悟
と
犠
牲
が
必
要
で
、
免
状
を
取
得

図 2 　レオン・フラピエ著、A. スタン
ラン画『田舎の女性教師』（１897）
の表紙
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し
て
も
任
命
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
任
命
権
者
で
あ
る
知
事
や
視
学
官
な
ど

に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
知
事
は
そ
の
地
域
の
名
士
で
す

か
ら
、
そ
の
地
域
の
人
た
ち
に
も
気
に
入
ら
れ
な
い
と
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
周

り
の
目
を
気
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
近
代
に
は
宗
教
と
共
和
主
義
者
の
対
立
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ま
だ
世
俗

化
し
た
ば
か
り
の
村
で
は
「
昔
の
優
し
か
っ
た
修
道
女
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の

に
」
と
い
う
意
識
が
残
っ
て
い
ま
し
た
し
、
村
人
た
ち
は
み
ん
な
教
会
に
通
っ
て

い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
地
域
の
住
民
と
し
て
教
会
に
行
か
ず
に
い
る
の
は
難
し

い
の
で
す
が
、
国
家
公
務
員
と
し
て
は
、
国
家
の
意
図
を
体
現
す
る
た
め
、
宗
教

に
無
関
心
で
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
し
た
。
モ
ー
リ

ス
・
タ
ル
メ
ル
は
、「
尊
敬
さ
れ
過
ぎ
な
い
、
無
礼
に
な
り
過
ぎ
な
い
、
信
仰
心

を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
品
格
を
欠
い
て
も
い
け
な
い
。
冷
静
で
あ
り
な
が
ら
、

困
惑
し
た
態
度
で
い
る
。
偽
善
を
強
い
ら
れ
て
い
て
、
魂
が
安
ら
ぐ
場
所
が
な

い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ピ
エ
の
小
説
『
田
舎
の
女
性
教
師
』
が
出
版
さ
れ
る
と
、
直
後
に
『
政
治

文
学
年
報
』
と
い
う
雑
誌
が
こ
れ
を
紹
介
し
、
読
者
に
女
性
教
師
の
実
態
に
つ
い

て
証
言
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
記
事
を
書
い
た
サ
ル
セ
イ
は
、
小
説
が
描
い
た
実

態
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
主
人
公
の
女
性
教
師

は
「
た
っ
た
一
つ
の
星
さ
え
も
な
い
暗
い
夜
に
遭
難
し
た
人
」「
視
学
官
は
、
す

が
り
つ
く
そ
の
手
を
傷
つ
け
る
葦
」「
匿
名
の
密
告
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
小

説
に
は
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
女
性
教
師
は
「
こ
の
よ
う
な
苦
痛
と

残
酷
な
困
難
に
陥
っ
て
い
る
の
か
？　

そ
の
こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
女
性
教

師
た
ち
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
教
師
の
間
で
も
広
く
読
ま
れ
て
い

た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
返
事
が
来
ま
し
た
。
そ
の
多
く
が
、
小
説
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
は
「
ま
さ
し
く
現
実
」
で
あ
り
、
女
性
教
師
は
「
悲
惨
な
状
況
」
に
あ
る

と
証
言
し
て
い
ま
す
。「
給
料
が
少
な
い
」、「
孤
独
で
あ
る
」、「
修
道
女
か
ら
世

俗
教
師
に
代
わ
っ
た
こ
と
に
子
ど
も
や
親
の
反
発
が
あ
る
」、「
村
の
有
力
者
に
挨

拶
を
し
な
い
と
い
け
な
い
」、「
学
業
修
了
証
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
に
伴
う
負
担
」、

「
繰
り
返
さ
れ
る
転
勤
」、「
男
性
教
師
と
女
性
教
師
の
立
場
の
違
い
」、
つ
ま
り

男
性
教
師
は
、
そ
の
土
地
の
エ
リ
ー
ト
で
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
村
長
の
相
談

役
の
よ
う
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
土
地
の
娘
と
結
婚
し
て
、
土
地
に
な
じ
ん
で

い
く
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
女
性
教
師
は
そ
う
い
う
立
場
に
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、「
若
く
て
、
独
身
で
、
よ
そ
者
と
い
う
立
場
か
ら
受
け
る
性
的
な
攻
撃
に
も

さ
ら
さ
れ
て
い
る
」、
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
女
子
師
範
学
校
は
世
俗
の

修
道
院
の
よ
う
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
女
性
教
師
は
、
教
師
に
な
っ
た
後

も
世
俗
の
修
道
女
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
聖
母
マ
リ

ア
、
つ
ま
り
処
女
で
あ
り
、
な
お
か
つ
母
親
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

教
師
と
な
っ
た
女
性
た
ち
の
姿
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
教

師
を
志
す
女
性
た
ち
が
増
加
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
初
等
教
育
に
お
け
る
義
務
教
育

の
創
設
が
大
き
い
か
ら
で
す
が
、
女
子
中
等
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
家
庭
が
財
政
的
苦
境
に
陥
っ

て
、
そ
の
娘
が
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
女
性
の
仕
事
が

増
え
る
に
つ
れ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
女
性
が
働
く
こ
と
へ
の
偏
見
も
弱
く

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
障
害
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
は
ま
だ
、
大
多
数
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
性
の
人
生
の
目
的
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は
結
婚
で
し
た
か
ら
、
大
多
数
の
人
の
意
見
に
は
反
し
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
教
師
に
な
る
に
は
免
状
や
資
格
が
必
要
で
し
た
が
、
そ
れ
を
取
得
し

て
も
、
さ
ら
に
任
命
権
者
の
評
価
が
必
要
で
し
た
。
男
性
教
師
か
ら
の
ラ
イ
バ
ル

視
も
あ
り
、
女
性
教
師
に
対
す
る
伝
統
的
偏
見
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ

ン
ス
的
な
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
が
、
共
和
主
義
者
と
教
会
が
主
導
権
争
い
を
す
る

な
か
で
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
、
一
般
住
民
に
共
和
主
義
の
意
識
を
植
え
付
け
る

役
を
担
っ
て
い
た
の
が
末
端
の
女
性
教
師
で
し
た
の
で
、
教
会
の
司
祭
や
住
民
の

抗
議
の
的
に
も
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
女
性
に
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
共
和

主
義
を
選
ん
だ
の
は
男
性
で
、
女
性
教
師
が
政
府
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
抗
議
の
的
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
と
も
あ
れ
こ
の
時
代
の
女
性
教
師
た
ち
は
、
こ
う
し
た
困
難
に
も
め

げ
ず
、
教
職
を
貫
い
て
、
充
実
し
た
人
生
を
送
っ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。（
拍
手
）
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