
京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
　
座
談
会

「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所

　
　
　
開
設
三
〇
年
に
向
け
て
」

第
一
回
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
～
発
展
期
に
か
け
て
」

　

第
一
部
：
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
誕
生（
イ
ン
ト
ロ
・
黎
明
期
）

　

第
二
部
：�

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
研
究
活
動
お
よ
び
成
果（
発
展
・
展
開
期
）

日　

時
：
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
〇
日（
金
）一
三
時
～
一
五
時

会　

場
：
京
都
橘
大
学　

第
三
応
接
室

出
席
者
：
※
敬
称
略

　

田
端　

泰
子（
京
都
橘
大
学
名
誉
教
授
／
元
学
長
／�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

元
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
所
長（
初
代
））

　

細
川　

涼
一（
京
都
橘
大
学
名
誉
教
授
／
元
学
長
／�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

元
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
所
長（
第
六
代
））

　

松
浦　

京
子（
京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授
／�

�

元
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
所
長（
第
三
・
五
代
））

　

増
渕　

徹（
京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授
／
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
所
長（
第
九
代
））

　

北
川　

千
差
子（
京
都
橘
大
学
学
術
振
興
課
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
司
会
：
増
渕　

徹

開
催
趣
旨
：

女
性
歴
史
文
化
研
究
所（
一
九
九
二
年
十
二
月
開
設
）が
三
〇
周
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、「
な
ぜ
女
性
史
を
主
な
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
所
を
開
設
し
た
の

か
」
な
ど
の
開
設
当
時
の
学
内
外
の
状
況
や
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
出
版
物
な
ど
の
研
究
成
果
を
振
り
返
り
、
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
の
果
た
し
た
役
割
や
意
義
に
つ
い
て
、
歴
代
所
長
で
語
り
合
う
。

　

第
一
回
目
と
な
る
今
回
の
座
談
会
は
、
初
代
か
ら
現
在
ま
で
の
所
長
四
人
を

交
え
て
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
か
ら
発
展
期（
お
も
に
一
九
九
二
年

か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
）を
振
り
返
る
。

　

ま
た
、
第
二
回
目
と
し
て
、「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
成
熟
期
～
未
来
に

向
け
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
開
催
す
る
予
定
で
あ
る（
詳
細
未
定
）。
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京
都
橘
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
　
座
談
会

「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
開
設
三
〇
年
に
向
け
て
」

第
一
回
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
～
発
展
期
に
か
け
て
」

【
増
渕
】

　

き
ょ
う
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
座

談
会
の
開
催
趣
旨
は
表
題
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
間
近
に
迫
っ
た
開
設
三
〇
年
と

い
う
時
間
を
迎
え
て
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
を
つ
く
っ
た
と
き
に
、
ど
ん
な
目

的
が
あ
り
、
ど
ん
な
方
向
性
を
模
索
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
あ
ら

た
め
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
当
然
、
そ
れ
は
当
時
の

課
題
意
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
し
、
同
時
に
、
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
出
版
物
を
通
し
て
行
っ
て
き
た
女
歴
研
の
研
究
を
自
分
た
ち

で
評
価
し
、
最
終
的
に
次
の
段
階
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
に

つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
思
っ
て
、
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
～
発
展
期
に
か
け
て
」
と
い
う

テ
ー
マ
の
も
と
、
主
に
開
設
前
後
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
ま
で
を
振
り
返
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
草
創
期
か
ら
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
田
端
先
生
か
ら
女
歴
研
の
黎

明
期
の
話
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
行
っ
た
研
究

の
経
緯
な
ど
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
田
端
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
田
端
】

　

こ
の
中
で
は
一
番
古
く
か
ら
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
に
関
わ
っ
て
い
る
者
と
し

て
、
私
も
こ
の
機
会
に
、
当
時
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
学
校
法
人
京

都
橘
女
子
学
園
100
年
史
』、『
伝
え
た
い
想
い
―
枚
方
の
女
性
史
』、『
日
本
女
性

史
』
全
5
巻
な
ど
を
見
直
し
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
記
憶
を
確
か
め
る

い
い
機
会
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
話
を
す
る
に
先
駆
け
、
話
の
整
理
を
す
る
た
め
に
レ
ジ
ュ
メ
を
作
り
ま
し

た
が
、
そ
の
表
題
は
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
開
設
三
〇
年
を
目
前
に
、
思
い
出

の
数
々
と
今
後
の
前
進
を
期
し
て
」
と
し
ま
し
た
。
や
は
り
見
直
し
て
み
る
と
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
、
歴
史
的
背
景
や
個
々
の
出
来
事
の
つ

な
が
り
も
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
女
歴
研
開
設
に
至
る
ま
で
の
前
史
で
す
が
、
学
園
の
設
立
は
一
九
〇
二
年

で
、
初
め
は
「
京
都
女
子
手
芸
学
校
」
と
い
う
名
前
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
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女
学
校
は
、
そ
の
後
、
京
都
橘
女
子
高
等
学
校
に
な
り
、
学
校
法
人
京
都
橘
学
園

と
高
校
の
出
発
点
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
一
九
六
七（
昭
和
四
十
二
）年
四
月
に
橘
女
子
大
学
が
開
学
し
ま
し
た
。

初
代
学
長
は
高
田
三
郎
先
生
で
、
入
学
式
や
卒
業
式
の
と
き
に
い
つ
も
、
教
育
理

念
と
し
て
「
高
雅
に
し
て
真
実
に
」
と
い
う
言
葉
を
述
べ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
来
た
言
葉
だ
そ
う
で
、『
100
年
史
』
を
読
み
直
し
ま
す

と
、
そ
の
背
景
が
少
し
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
て
、〝
真
実
を
追
求
し
、
品
性
豊

か
で
教
養
あ
る
、
精
神
的
に
「
自
立
し
た
女
性
」
の
育
成
〟
を
目
標
と
し
て
い
る

の
だ
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
長
い
の
で
、
私
た
ち
は
「
自
立
し
た
女

性
の
育
成
」
だ
け
を
覚
え
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、
哲
学
者
ら
し
く
、
こ
の

よ
う
な
高
い
理
想
に
燃
え
た
女
子
大
学
と
し
て
開
学
し
た
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て

思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

私
は
三
年
目
か
ら
勤
め
ま
し
た
が
、
脇
田
晴
子
先
生（
一
九
六
七
年
四
月
に
本
学

へ
着
任
。
一
九
八
一
～
一
九
八
四
年
三
月
ま
で
本
学
歴
史
学
科
教
授
。
女
性
史
研
究
の
パ

イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
そ
の
発
展
に
貢
献
し
た
）は
開
学
の
と
き
か
ら
助
教
授
と
し
て
お

勤
め
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
教
授
陣
は
も
の
す
ご
く
有
名
な
先
生
ば
か
り
で
、
京

大
が
そ
の
ま
ま
引
っ
越
し
て
き
た
よ
う
な
方
々
で
、
特
に
歴
史
学
科
は
非
常
に
有

名
な
先
生
ば
か
り
で
、
す
ご
く
年
齢
の
高
い
先
生
方
と
若
々
し
い
学
生
と
い
う
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
大
学
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
脇
田
先
生
の
回
顧
録
に
あ
る
発
言
で
す
。
そ
れ
は

脇
田
先
生
が
就
職
さ
れ
る
以
前
に
、
高
田
先
生
の
お
宅
に
訪
ね
て
い
っ
て
、
ど
う

い
う
理
念
を
持
っ
た
大
学
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
に
な
っ
た
と
き
、
高
田

先
生
は
「
女
子
学
生
の
み
な
ら
ず
女
性
研
究
者
の
育
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
下

に
、
学
生
の
成
長
を
図
る
。
そ
う
い
う
大
学
を
つ
く
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　

女
子
大
で
す
か
ら
、
女
子
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
研
究
者
も
育
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
学
生
も
自
立
し
た
女
性
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ

う
い
う
高
い
理
念
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
聞
い
て
、「
こ
の
言
葉
に
ま
い
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
脇
田
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
私
も
こ
の
高
田
学

長
の
理
念
が
、
後
に
女
歴
研
を
つ
く
る
原
点
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

田端　泰子（たばた　やすこ）
京都橘大学名誉教授／元学長／元女性歴史文化研究所所長（初代）。
京都大学大学院文学研究科博士課程国史学専攻単位取得後退学。文学博士（京都大学）。
専門：日本中世史・女性史。
研究課題：「中世後期の村落構造に関する研究」「中世における女性の地位と役割」
主な業績：『日本中世女性史論』（塙書房、1994年）、『日本中世の社会と女性』（吉川
弘文館、1998年）、『乳母の力―歴史を支えた女たち』（吉川弘文館、2005年）、『山内
一豊と千代―戦国武士の家族像』（岩波書店、2005年）、『日本中世の村落・女性・社
会』（吉川弘文館、2011年）など。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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い
ま
す
。
脇
田
先
生
は
橘
女
子
大
学
設
置
と
そ
の
後
の
発
展
は
「
高
田
先
生
の
初

志
が
実
現
し
た
」
も
の
と
、『
100
年
史
』
で
回
顧
し
、
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
大
学
の
開
学
か
ら
一
〇
年
を
過
ぎ
た
一
九
七
七

年
か
ら
七
九
年
の
三
年
間
、
大
型
の
共
同
研
究
費
と
し
て
本
学
初
め
て
の
科
研
費

が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
は
「
日
本
に
お
け
る
婦
人
問
題
の
総
合
的
研
究
」
で
し
た
。
そ
れ
ま
で

婦
人
問
題
で
「
総
合
的
研
究
」
を
謳
っ
た
大
き
な
科
研
費
申
請
は
な
く
、
初
め
て

そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
出
し
た
の
で
当
た
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
の
方
で
も

研
究
会
の
事
務
局
を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
研
究
費
の
執
行
を
含
め
、
い
ろ
い

ろ
と
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

こ
の
科
研
費
の
交
付
を
機
会
に
、
学
外
で
も
研
究
団
体
と
し
て
女
性
史
総
合
研

究
会
が
発
足
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
東
京
で
総
合
女
性
史
研
究

会
も
で
き
、
学
外
団
体
の
代
表
を
脇
田
先
生
が
お
務
め
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
に
も
研
究
会
は
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
大
き
な
研
究
会
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。
脇
田
先
生
が
代
表
を
務
め
て
、
学
内
と
学
外
の
研
究
者
・
市
民
が
結
集
し
て
、

も
ち
ろ
ん
「
市
民
も
聴
き
に
来
て
く
だ
さ
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
研
究
会

で
し
た
の
で
、
主
婦
や
職
員
の
方
、
市
役
所
や
府
庁
の
方
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方

が
聴
き
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
研
究
会
で
は
、
各
自
研
究
を
し
な
が
ら
、
月
一
回
の
例
会
を
持
ち
ま
し
た
。

会
員
と
し
て
女
性
史
・
日
本
史
・
日
本
文
学
・
中
国
文
学
・
ロ
シ
ア
文
学
・
仏
教

学
・
社
会
学
な
ど
の
若
手
の
研
究
者
の
方
も
た
く
さ
ん
参
加
し
て
い
た
の
で
、
そ

こ
に
院
生
や
学
生
、
市
民
も
加
わ
り
、
非
常
に
開
か
れ
た
研
究
会
を
つ
く
り
、
科

研
費
で
設
定
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
女
性
史
総
合
研
究
会
は
、
そ
の
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
て
、
年

一
冊
、『
女
性
史
研
究
』
を
発
刊
し
て
お
り
、
本
学
の
院
生
も
論
文
を
載
せ
て
も

ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
科
研
費
を
も
ら
っ
た
の
で
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
る
の
が
一
苦
労
で
し
た
。

科
研
費
の
研
究
期
間
が
終
了
し
て
か
ら
少
し
後
の
一
九
八
二
年
か
ら
『
日
本
女
性

史
』
全
5
巻（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
／
東
京
大
学
出
版
会
／
一
九
八
二
年
）を
発
刊
し

ま
し
た
。
科
研
費
の
三
大
目
標
は
、『
日
本
女
性
史
』
を
出
版
す
る
こ
と
と
、『
日

本
女
性
史
研
究
文
献
目
録
』
Ⅰ
～
Ⅳ（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
／
東
京
大
学
出
版
会
／

一
九
八
三
～
二
〇
〇
三
年
）を
つ
く
る
こ
と
と
、
女
性
研
究
者
の
実
態
調
査
を
行
う

こ
と
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
挙
げ
る
な
か
で
、
若
手
は
す
ご
く
鍛
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
完
成
し
た
『
日
本
女
性
史
』
全
5
巻
の
半
分
の
著
者
は
男
性
で
あ
る

と
、
脇
田
先
生
が
「
あ
と
が
き
」
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
女
性
史
研
究

が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
当
時
の
状
況
を
よ
く
表
し
て
い
て
、
日
本

女
性
史
研
究
の
半
分
は
男
性
研
究
者
に
担
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
友
軍
の
よ
う
な

か
た
ち
で
助
け
て
い
た
だ
い
て
、
脇
田
先
生
の
お
知
り
合
い
や
同
級
生
な
ど
に
声

を
か
け
て
、
残
る
半
分
は
女
性
研
究
者
が
担
当
し
て
、
よ
う
や
く
出
来
上
が
っ
た

の
で
し
た
。

　

『
日
本
女
性
史
研
究
文
献
目
録
』
は
男
性
の
手
を
借
り
ず
、
女
性
の
若
手
だ
け

で
作
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
文
献
目
録
は
そ
れ
ま
で
一
度
も
出
版
さ
れ

4



た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
般
の
歴
史
学
で
あ
れ
ば
、
史
学
雑
誌
の
年
報
な

ど
が
毎
年
出
る
の
で
、
前
年
の
論
文
や
本
だ
け
読
め
ば
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ま

で
出
た
す
べ
て
の
文
献
を
集
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
も
の
す
ご
く
苦
労
し

ま
し
た
ね
。

　

そ
の
と
き
に
役
立
っ
た
の
が
本
学
の
図
書
館
で
、
女
性
史
関
連
の
雑
誌
も
多
い

の
で
、「
こ
こ
が
資
料
も
い
ち
ば
ん
集
ま
っ
て
い
る
。
京
大
よ
り
た
く
さ
ん
あ

る
」
と
言
っ
て
く
れ
る
方
も
い
て
、
若
手
が
大
挙
し
て
本
学
の
図
書
館
に
日
参
し

て
目
録
を
作
成
し
ま
し
た
。
夏
休
み
な
ど
は
、
大
勢
で
週
に
二
～
三
回
は
来
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
研
究
し
て
い
る
時
代
だ
け
で
な
く
、
女
性
に
関
係
の
あ

り
そ
う
な
も
の
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
す
べ
て
目
を
通
し
て
目
録
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
を
決
め
て
、
雑
誌
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
作
成
し
た
目

録
な
の
で
、
え
ら
く
大
変
だ
っ
た
と
い
う
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

　

少
し
脱
線
し
ま
す
が
、
私
が
担
当
し
て
い
た
部
分
で
「
元
徳
元
年
の
中
宮
御
懐

妊
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
し
た
。
南
北
朝
時
代
の
後
醍
醐
天
皇
の
中
宮
が
懐
妊

さ
れ
た
と
い
う
の
は
女
性
史
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
、
中
を
読
ん
で
み
た
ら
、
中

宮
の
御
懐
妊
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
で
、
そ
れ
を
表
に
掲
げ
た
後
醍
醐
天
皇
方
が

鎌
倉
幕
府
を
調ち

ょ
う
ぶ
く
伏
す
る
た
め
の
祈
祷
だ
っ
た
と
い
う
内
容
で
し
た
。
入
れ
る
べ
き

か
ど
う
か
、
か
な
り
議
論
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
懐
妊
の
政
治
利
用
で
あ
り
、
当

代
の
政
治
に
も
関
係
す
る
か
ら
入
れ
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
し
ん
ど
い
け
れ
ど
も
楽
し
い
思
い
出
が
あ
っ
て
、
静
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
図
書
館
で
「
こ
れ
は
ど
う
な
ん
？
」
と
大
き
な
声
で
話
を
し
て

い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す（
笑
）。

　

と
に
か
く
、
こ
の
三
～
六
年
間
は
猛
烈
に
忙
し
か
っ
た
記
憶
が
あ
っ
て
、
そ
れ

し
か
頭
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
本
学
の
創
立
や
そ
れ
以
前
、
あ
る
い
は
、
こ
う

し
た
学
外
研
究
者
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
学
内
外
か
ら
研
究
所
の
設
置
を
望
む

機
運
が
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
自
身
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
学
も
充
実
し
て
大
き
く
な
り
、
一
九
八
八
年
に
は
校
名
を
「
橘
女

子
大
学
」
か
ら
「
京
都
橘
女
子
大
学
」
に
変
更
し
ま
し
た
。
同
年
、
日
本
私
立
大

学
連
盟
に
正
式
に
加
盟
し
、
カ
ナ
ダ
の
オ
カ
ナ
ガ
ン
大
学
と
の
交
流
覚
書
な
ど
も

結
ば
れ
て
英
語
英
文
学
科
学
生
の
留
学
が
始
ま
る
な
ど
、
大
学
も
少
し
ず
つ
大
き

く
な
っ
て
き
た
な
と
実
感
し
た
時
代
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
一
九
九
二（
平
成
四
）年
十
二
月
に
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
開
設
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
研
究
所
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
そ
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
徴
は
、
学
内
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
学
外
の
研
究
者
、

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
に
も
発
信
で
き
る
研
究
所
と
し
て
開

設
さ
れ
て
い
る
の
で
、
海
外
の
研
究
者
も
開
設
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て

く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
の
講
演
記
録
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀

要
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
脇
田
先
生
は
、
す
で
に
本
学
か
ら
鳴
門
教
育
大
学
に
移
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て
、「
と
て
も
立
派
な
研
究

所
が
で
き
た
」
と
お
褒
め
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

同
年
の
四
月
に
『
洛
東
探
訪
』（
京
都
橘
女
子
大
学
編
／
淡
交
社
／
一
九
九
二
年
）が

発
刊
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
本
学
で
行
っ
た
地
域
連
携
の
最
初
の
成
果
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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一
九
九
四
年
に
は
Ｇ
・
デ
ュ
ビ
ィ
、
Ｍ
・
ペ
ロ
ー
さ
ん
が
監
修
さ
れ
た
『
女
の

歴
史
』（
写
真
1
）の
日
本
語
版
が
、
本
学
の
杉
村
和
子
先
生（
一
九
九
四
年
三
月
ま
で

本
学
歴
史
学
科
教
授
）や
志
賀
亮
一
先
生（
本
学
一
般
教
養
課
程
を
経
て
、
当
時
は
英
語
英

文
学
科
教
授
）の
翻
訳
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
日
本
史
の
方
も
世
界
史
の

方
も
、
そ
れ
か
ら
志
賀
先
生
や
鎌
田
明
子
先
生（
本
学
一
般
教
養
課
程
を
経
て
、
当
時

は
英
語
英
文
学
科
教
授
）の
よ
う
に
一
般
教
養
を
担
当
さ
れ
て
い
た
方
や
、
通
訳
を

さ
れ
て
い
た
英
語
英
文
学
科
の
西
村
和
美
先
生（
当
時
は
本
学
英
語
英
文
学
科
助
教

授
）な
ど
、
大
学
の
皆
が
協
力
し
て
、
研
究
所
を
盛
り
立
て
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

す
。
研
究
所
の
運
営
委
員
会
は
全
学
規
模
で
や
っ
て
い
て
、
人
数
は
少
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
と
て
も
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
も
楽
し
い
思
い

出
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
一
九
九
四
年
に
大
学
院
文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻（
修
士
課
程
）が
設

置
さ
れ
、
一
九
九
九
年
に
は
博
士
後
期
課
程
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
す
べ
て
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
血
に
な
り
、
肉
に
な
る

ん
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
分
野
か
ら
専
門
的
知
見
を
持
っ
て
研
究
所
を
見
守
っ
て

く
れ
る
人
が
学
内
に
多
数
お
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
す
ご
く
あ
り
が
た
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

一
九
九
五
年
に
第
四
回
世
界
女
性
会
議
が
北
京
で
開
か
れ
て
、
そ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
か
ら
参
加
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ち
ょ
う
ど
本
学
の
留
学
生
第
一
号
の
中
国
人
学
生
が
い
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
中
国

の
こ
と
を
聞
く
な
ど
、
研
究
所
も
、
周
り
の
人
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
活
発
に
動

け
る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
お
話
し
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
枚
方
市
か
ら
の
受
託
研
究
と

し
て
一
九
九
七
年
に
出
版
し
た
『
枚
方
の
女
性
史
』（
写
真
2
）で
す
。

　

こ
れ
は
三
年
く
ら
い
か
け
て
、
地
域
連
携
と
し
て
活
動
し
た
苦
労
の
挙
句
に
実

を
結
ん
だ
、
と
て
も
大
切
な
書
物
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
構
成
は
女
性
史
の
通
史
、

年
表
、
聞
き
取
り
か
ら
な
り
、
研
究
所
を
あ
げ
て
作
成
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　

特
に
大
変
だ
っ
た
の
は
、
女
性
史
の
通
史
編
で
、
近
現
代
の
み
で
ま
と
め
る
こ

と
と
し
た
の
で
、
中
世
史
し
か
研
究
し
た
こ
と
の
な
い
私
は
、
こ
の
と
き
初
め
て

近
現
代
の
論
文
を
読
ん
だ
り
、
当
時
研
究
所
の
嘱
託
研
究
員
だ
っ
た
岩
堀
容
子
さ

ん
作
成
の
関
西
全
域
を
見
渡
し
た
年
表
づ
く
り
を
手
伝
っ
た
り
し
て
、
近
現
代
史

の
知
識
が
増
え
た
時
代
で
し
た
。

　

聞
き
取
り
に
つ
い
て
は
、
学
内
の
教
職
員
が
多
く
の
時
間
を
割
い
て
参
加
し
て

く
れ
ま
し
た
。
教
職
員
に
は
聞
き
取
り
グ
ル
ー
プ
の
指
導
を
し
て
も
ら
い
、
聞
き

取
り
に
も
行
っ
て
も
ら
い
、
聞
き
書
き
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
章
も
点
検
し
て

も
ら
っ
て
、
た
い
へ
ん
忙
し
い
思
い
を
さ
せ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

写真 1 �　『女の歴史』Ⅰ～Ⅴ（ジョル
ジュ・デュビィ、ミシェル・ペ
ロー監修／杉村和子・志賀亮一監
訳／藤原書店／1994年～2001年）

Ⅰ．古代　Ⅱ．中世　Ⅲ．16～18世紀　Ⅳ．19
世紀　Ⅴ．20世紀の全 5巻、各 2巻で構成。
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こ
の
聞
き
取
り
部
分
は
、
公
募
に
応
じ
て
く
れ
た
枚
方
の
女
性
た
ち
を
班
に
分

け
、
本
学
の
教
職
員
、
院
生
、
研
究
生
が
録
音
機
を
片
手
に
、
そ
の
女
性
た
ち
と

一
緒
に
地
域
を
回
っ
て
、
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
テ
ー
プ
起
こ
し
を
し

て
、
事
実
を
確
か
め
、
文
章
の
校
正
を
行
い
ま
し
た
。
最
初
の
作
業
は
聞
き
取
り

の
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
が
行
い
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
そ
の
内
容
が
本
当
に
事

実
か
ど
う
か
、
新
聞
に
は
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
調
べ
る

の
は
研
究
所
で
行
っ
た
の
で
、
院
生
や
事
務
局
は
、
す
ご
く
大
変
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
海
戦
術
で
や
っ
と
完
成
し
た
と
い
う
印
象
が
強
い
で
す
ね
。

　

現
代
史
は
資
料
の
多
さ
が
特
徴
で
、
そ
れ
に
加
え
て
枚
方
で
は
聞
き
取
り
を

や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
生
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
て
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
が
、

ま
と
め
る
の
は
大
変
で
、
過
酷
な
状
況
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
枚
方
の

女
性
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
さ
を
浮
き
彫
り
に
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
穫

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

枚
方
は
、
女
性
会
や
婦
人
会
の
活
動
が
盛
ん
な
地
域
で
し
た
。
そ
れ
は
戦
前
か

ら
続
い
て
い
て
、
農
繁
期
の
保
育
所
を
女
性
の
手
で
運
営
し
た
り
、
戦
後
は
夫
や

息
子
を
戦
争
で
失
い
母
子
だ
け
に
な
っ
た
家
庭
に
対
し
て
バ
ザ
ー
な
ど
を
通
じ
て

救
援
活
動
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
積
極
的
に
や
っ
て
き
た
地
域
な
の
で

す
。
そ
れ
以
後
も
保
育
所
運
動
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
、
さ
ら
に
障
害
者

運
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
地
域
な
の
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
非
常
に
勉
強
に

な
る
、
い
い
素
材
を
持
っ
て
い
る
地
域
を
研
究
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
周
辺
の
市

か
ら
は
、
枚
方
は
女
性（
婦
人
）運
動
の
手
本
と
仰
が
れ
て
い
る
こ
と
も
、
の
ち
に

判
明
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
大
変
だ
っ
た
の
は
、『
伝
え
た
い
想
い
―
枚
方
の
女
性
史
』
の

校
正
の
と
き
で
、
最
後
に
出
版
社
が
あ
る
東
京
で
出
張
校
正
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

専
門
の
校
正
者
が
い
て
、
特
に
聞
き
取
り
部
分
に
つ
い
て
「
こ
う
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
、
こ
の
点
で
疑
問
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で

す
。
そ
の
た
び
に
京
都
に
待
機
し
て
い
る
人
に
調
べ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
全
部

で
一
〇
〇
箇
所
以
上
あ
り
ま
し
た
。

【
北
川
】

　

田
端
先
生
と
佐
藤
令
子
先
生（
当
時
、
本
学
歴
史
学
科
教
授
）と
私
の
三
人
で
現
地

に
行
っ
て
最
終
校
正
を
行
い
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
に
残
っ
て
も
ら
っ
た
細
川

先
生
に
電
話
を
か
け
て
調
べ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
最
終
校
正
だ
か
ら
、
も
う
ほ
と

ん
ど
終
わ
り
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
も
の
す
ご
い
量
の
校
正
が
入
っ
て
大
変
で

し
た
。

写真 2 �　『伝えたい想い―枚方の女
性史』（枚方市発行／京都橘女
子大学女性歴史文化研究所編／
ドメス出版／1997年）

枚方市、公募で集まった枚方市在住のワーキン
ググループ、女性歴史文化研究所の三者の共同
作業で作成した。本学初の受託研究として取り
組まれ、第一部「通史編」、第二部「聞き書き
編」、第三部「年表」で構成。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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【
田
端
】

　

資
料
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
も
調
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
も
の
す
ご
く
厳
密
な
校
正
に
圧
倒
さ
れ
、
こ

れ
こ
そ
が
近
現
代
女
性
史
を
出
版
す
る
「
老
舗
」
出
版
社
な
の
だ
な
、
と
い
た
く

感
心
し
ま
し
た
。

【
北
川
】

　

『
枚
方
の
女
性
史
』
は
、
枚
方
市
の
女
性
た
ち
を
公
募
で
集
め
た
の
で
す
が
、

積
極
的
に
関
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
一
方
、
仕
事
を
持
っ
て
い

る
人
や
子
育
て
中
の
人
の
中
に
は
、「
な
か
な
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
時
間
を
使
え

な
い
」
と
い
う
二
つ
の
層
が
い
て
、
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
ら
う
ま
く
い
く
の

だ
ろ
う
か
と
、
最
初
は
す
ご
く
悩
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
時
間
の
か
け
方
が
人

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
の
で
、
実
際
に
聞
き
取
り
に
動
く
ま
で
は
か
な
り
労

力
が
必
要
で
し
た
。

　

で
も
、
い
ざ
動
き
始
め
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
昔
の
話
が
聴
け
る
と
い
う
お

も
し
ろ
さ
も
あ
り
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
全
員
が
積
極
的
に
動
い
て
く
れ
ま
し

た
。

　

一
年
目
は
主
と
し
て
枚
方
の
歴
史
や
近
代
女
性
史
な
ど
に
関
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー

を
や
っ
て
、
二
年
目
に
実
際
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、

だ
ん
だ
ん
「
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ら
い
い
ん
だ
な
」
と
理
解
し
て
も
ら
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

田
端
先
生
た
ち
に
、
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
か
ら
提
出
さ
れ
た
原
稿
を
見
て
も

ら
い
、
文
章
を
整
え
ま
し
た
が
、
聞
き
取
り
対
象
者
の
話
す
こ
と
が
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
正
し
い
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
確
認
作
業
に
思
っ
た
よ
り

時
間
が
か
か
り
、
大
変
で
し
た
。

　

聞
き
取
り
対
象
者
の
選
定
は
市
役
所
の
仕
事
な
の
で
、「
こ
う
い
う
分
野
も

あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
て
も
、
そ
う
い
う
方
が
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
さ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
て
、
そ
の
辺
は
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
学
生
も
院
生
も
聞
き
取
り
調
査
に
一
緒
に
行
っ
て
、
文
章
を
つ
く
っ
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
出
し
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
成

長
に
も
つ
な
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

い
ま
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
頃
の
院
生
の
中
に
は
、
大
学
院
修
了
後
に
自
治

体
史
編
纂
の
方
の
仕
事
に
進
む
な
ど
、
こ
の
経
験
が
活
き
て
い
る
人
も
だ
い
ぶ
あ

り
ま
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
若
い
と
き
に
し
て
お
く
の
は
い
い
こ
と
な
の

だ
な
と
思
い
ま
す
ね
。

　

『
枚
方
の
女
性
史
』
に
し
て
も
、
科
研
費
に
し
て
も
、
受
託
研
究
や
図
書
出
版

に
は
学
内
教
職
員
や
院
生
ら
の
大
き
な
支
援
・
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
特
記
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
と
、
や
っ
た
人
だ
け
で
な
く
、

そ
の
周
り
の
人
た
ち
に
も
影
響
が
及
び
、
そ
の
後
の
経
験
と
し
て
も
蓄
積
さ
れ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

い
ま
振
り
返
る
と
、
私
の
所
長
時
代
は
や
は
り
発
展
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

毎
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
な
の
に
、
研
究
紀
要
に

も
き
ち
ん
と
論
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
読
み
返
し
て
み
て
も
、
回
を
重

ね
る
ご
と
に
非
常
に
お
も
し
ろ
い
論
文
が
増
え
て
い
る
し
、
学
内
全
体
の
協
力
が
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あ
っ
た
の
で
、
私
と
し
て
は
非
常
に
い
い
時
代
に
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
に
携
わ

ら
せ
て
い
た
だ
け
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
北
川
】

　

研
究
所
を
立
ち
上
げ
た
当
時
、
本
学
は
英
語
英
文
・
国
文
・
歴
史
の
三
学
科
で

し
た
。
そ
の
中
で
、
他
に
も
選
択
肢
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
な
ぜ
女
性
歴
史
文

化
研
究
所
を
立
ち
上
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当
時
、
ど
う
い
う
議
論
が
あ
っ
た
の

か
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
ま
だ
小
さ
な
所
帯
で
全
体
の
風
通
し
が
よ
か
っ
た
の
と
、

女
性
教
員
も
多
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
当
時
は
女
子
大
学
だ
っ
た
の
で
、
女
性
の

地
位
向
上
に
貢
献
す
る
よ
う
な
、
研
究
機
関
で
あ
り
な
が
ら
社
会
的
要
請
に
も
応

え
ら
れ
る
よ
う
な
研
究
所
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
、
そ
の
と
き
の

教
授
会
の
構
成
員
全
員
が
賛
成
し
て
く
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

【
松
浦
】

　

そ
う
で
す
ね
。
き
ょ
う
の
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
七
七
年
か

ら
の
科
研
費
で
の
「
婦
人
問
題
の
総
合
的
研
究（
当
時
は
「
女
性
」
で
は
な
く
「
婦

人
」
だ
っ
た
の
で
す
ね
）」
で
た
く
さ
ん
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
か
つ
目
録
を
つ
く

る
と
い
う
の
が
大
き
か
っ
た
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
、「
図
書
館
に
い
ろ
い
ろ
な
文

献
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
お
話
を
伺
っ
て
、「
こ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
女

歴
研
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
な
」
と
思
い
ま
し
た
。

【
田
端
】

　

ど
こ
に
も
な
い
目
録
で
す
の
で
、
歴
史
学
界
す
べ
て
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
本
当
は
集
め
た
ら
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
絞
ら
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
絞
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
目
録
は
三
冊
ま
で
で
き

た
の
で
す
が
、
い
ま
や
目
録
は
紙
の
時
代
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
四
冊
目
か

ら
は
冊
子
と
と
も
に
デ
ジ
タ
ル
で
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
東
大
出
版
会
も
、

女
性
史
関
係
の
雑
誌
は
東
大
に
も
な
い
か
ら
、
最
終
的
な
検
索
を
す
る
の
が
大
変

な
ん
で
す
。

松浦　京子（まつうら　きょうこ）
京都橘大学文学部歴史学科教授。元女性歴史文化研究所所長（第三・五代）。
大阪大学大学院文学研究科史学専攻博士課程単位取得満期退学。文学修士（大阪大学）。
専門：イギリス近代史。
研究課題：「イギリスにおける福祉国家と労働者女性運動」「イギリス女性生活史」
主な業績：『経済と消費社会〈ジェンダー史叢書 6〉』（共著）（明石書店、2009年）、
『異文化交流史の再検討―日本近代の〈経験〉とその周辺―』（共著）（平凡社、2011
年）、『身体はだれのものか―比較史でみる装いとケア』（共著）（昭和堂、2018年）など。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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【
松
浦
】

　

つ
く
る
の
は
大
変
で
す
が
、
後
に
続
く
学
生
や
研
究
者
に
と
っ
て
、
目
録
は
と

て
も
大
切
で
す
。

【
田
端
】

　

だ
か
ら
、
い
ま
も
「
先
行
研
究
を
検
討
す
る
と
き
は
『
女
性
史
研
究
文
献
目

録
』
に
載
っ
て
い
る
論
文
く
ら
い
は
読
ん
で
か
ら
始
め
な
さ
い
」
と
言
う
こ
と
が

で
き
ま
す（
笑
）。

【
松
浦
】

　

そ
の
と
き
に
た
く
さ
ん
集
ま
っ
た
資
料
や
文
献
が
、
や
っ
ぱ
り
女
歴
研
の
強
み

な
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

【
田
端
】

　

そ
う
で
す
ね
。
東
京
に
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
関
西
の
他
の
大
学
に
は
な
い

も
の
が
う
ち
の
大
学
に
は
あ
り
ま
し
た
か
ら
。

　

言
い
忘
れ
ま
し
た
が
、
当
時
、
こ
の
よ
う
な
女
性
関
係
の
研
究
所
は
お
茶
の
水

女
子
大
学
と
昭
和
女
子
大
学
、
東
京
女
子
大
学
な
ど
、
い
く
つ
か
し
か
な
か
っ
た

か
ら
、
本
学
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
連
絡
会
議
を
つ
く
ろ
う
か
と
い
う
話
も
あ
り

ま
し
た
ね
。

【
北
川
】

　

一
九
九
八
年
に
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
昭
和
女
子
大
学
、
東
京
女
子
大
学
、

愛
知
淑
徳
大
学
な
ど
八
大
学
の
女
性
学
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
研
究
所
・
セ
ン
タ
ー

の
関
係
者
に
本
学
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、「
女
性
史
・
女
性
学
研
究
所
交
流

会
」
を
開
催
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

当
時
、
東
京
で
は
け
っ
こ
う
交
流
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
関
西
で
は
集

ま
る
機
会
が
全
然
な
く
、
そ
の
と
き
初
め
て
東
西
の
女
性
学
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
女

性
史
関
連
の
研
究
所
が
一
堂
に
会
し
て
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

い
ま
な
ら
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
他
の
大
学
が
何
を
や
っ
て
い
る
か
な
ど
を
簡
単

に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
当
時
は
現
地
に
行
っ
て
、
見
た
り
聞
い
た
り
し

な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
交
流
会
で
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
で
、
共
通
の

課
題
を
確
認
し
、
今
後
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ち
ょ
う
ど
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
作
ら
れ
始
め
た
頃
だ
っ
た
の
で
、
他
大
学

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
刺
激
を
得
て
、
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
を
掲

載
し
た
り
、
リ
ン
ク
集
を
作
成
し
た
り
、
積
極
的
に
情
報
発
信
に
も
取
り
組
み
ま

し
た
。

【
細
川
】

　

黎
明
期
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
私
が
本
学
に
着
任
し
た
の
が
一
九
八
九
年
で

す
の
で
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
開
設
は
私
が
来
た
後
の
こ
と
で
す
が
、
女
性

歴
史
文
化
研
究
所
初
代
所
長
で
あ
る
と
同
時
に
女
性
史
の
研
究
者
と
し
て
の
田
端

先
生
に
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

科
研
費
が
交
付
さ
れ
た
中
で
の
『
日
本
女
性
史
』
は
、
日
本
史
に
お
け
る
女
性

史
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
、
本
学
に
限
ら
ず
全
国
レ
ベ
ル
で
見
て
も
、
研
究
史
的
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に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
脇
田
先
生
が
中
心
に
な
ら
れ
た
こ

と
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
田
端
先
生
は
、
最
初
は
山
科
を
中
心
と
す
る
村
落
史
を

研
究
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
女
性
史
研
究
に
シ
フ
ト
を
大
き
く
移
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。

　

せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
そ
の
辺
り
の
、
田
端
先
生
ご
自
身
の
研
究
者
と
し
て
の

研
究
対
象
の
変
化
や
思
い
も
語
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

ま
た
、『
枚
方
の
女
性
史
』
の
協
力
者
で
も
あ
る
、
当
時
本
学
院
生
だ
っ
た
大

利
直
美
さ
ん
や
、『
日
本
女
性
史
』
に
原
稿
を
書
か
れ
た
本
学
の
第
一
期
卒
業
生

の
加
藤
美
恵
子
さ
ん
な
ど
が
い
ま
す
。
本
学
の
卒
業
生
で
、
大
学
の
職
を
得
ら
れ

た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
女
性
史
の
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
ま
れ
た
方
も
お
ら

れ
る
わ
け
で
す
の
で
、
田
端
先
生
が
女
性
史
研
究
者
と
し
て
道
を
歩
ま
れ
る
中
で

の
黎
明
期
か
ら
の
お
話
を
お
願
い
し
た
い
。
一
つ
に
は
、
や
は
り
脇
田
晴
子
さ
ん

と
い
う
方
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

【
田
端
】

　

私
が
大
学
に
入
学
し
た
の
は
六
〇
年
安
保
の
年
で
し
た
。
卒
論
を
書
く
頃
か
ら
、

中
世
の
山
城
国
久
世
荘
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
、
な
ぜ
か
村
落
の
歴
史（
女
性

は
家
長
に
な
れ
な
い
の
で
、
女
性
の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
が
）を
や
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
、
革
島
家
文
書
と
東
寺
文
書
を
読
ん
で
、
大
学
を
卒
業

し
た
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
畿
内
の
村
落
研
究
が
研
究
の
出
発
点
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
た

ま
た
ま
『
日
本
史
研
究
』
に
載
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
周
り
の
男
性
研
究
者
た
ち

か
ら
「
卒
論
が
載
る
の
は
め
ず
し
い
ね
」
と
嫌
味
を
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。

　

大
学
院
の
二
年
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
橘
女
子
大
学
か
ら
「
ま
だ
学
生
が
少
な

い
の
で
、
す
ぐ
で
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
修
了
さ
れ
た
ら
本
学
に
来
ま
せ
ん

か
」
と
就
職
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小こ

葉ば

田た
あ
つ
し淳
先
生（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

や
赤
松
俊
秀
先
生（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）に
お
話
し
す
る
と
、「
そ
ん
な
に
早
く
か

ら
言
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
ぜ
ひ
行
き
な
さ
い
」
と
。
も
ち
ろ
ん
、
小
葉

田
先
生
も
大
学
の
設
立
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
、

「
そ
ん
な
も
の
か
」
と
思
い
、
院
を
修
了
し
た
ら
行
く
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

細川　涼一（ほそかわ　りょういち）
京都橘大学名誉教授／元学長／元女性歴史文化研究所所長（第六代）。
中央大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得後退学。博士（文学）（大阪大学）。
専門：日本中世史・思想史・日本文化史。
研究課題：「日本中世の社会と寺社」「日本中世の女性と仏教・芸能」
主な業績：『漂泊の日本中世』（ちくま学芸文庫、2002年）、『関東往還記』（平凡社東
洋文庫、2011年）、『日本中世の社会と寺社』（思文閣出版、2013年）、『感身学正記』
1・ 2（平凡社東洋文庫、1999・2020年）など。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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そ
う
す
る
と
、
ま
た
周
り
の
男
性
た
ち
か
ら
「
大
学
院
に
い
る
間
か
ら
指
定
席

が
決
ま
っ
て
い
る
の
は
め
ず
し
い
な
」
な
ど
と
嫌
味
を
言
わ
れ
た
覚
え
が
あ
り
ま

す（
笑
）。
で
も
、
嫌
味
を
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
大
学
院
で
い
ろ
い
ろ
話
を
聴
い
て

議
論
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
研
究
生
活
に
は
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

　

大
学
院
を
終
え
て
、
こ
ち
ら
の
大
学
に
来
た
ら
、
い
き
な
り
特
講
を
持
た
さ
れ

て
、
戦
国
大
名
論
な
ど
を
二
回
ぐ
ら
い
で
や
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
大
学
院
で

や
っ
て
き
た
よ
う
な
難
し
い
こ
と
を
話
し
て
も
、
学
生
た
ち
は
け
っ
こ
う
聴
い
て

く
れ
た
の
で
す
。

　

で
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、「
そ
れ
だ
け
で
は
あ
か
ん
な
あ
」
と
思
い
始
め
ま

し
た
。
戦
国
大
名
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
領
国
で
は
男
の
人
し
か
出
て
こ
な
い
し
、

戦
国
大
名
の
奥
さ
ん
も
研
究
対
象
に
な
る
の
は
だ
い
ぶ
先
の
こ
と
で
し
た
。
今
川

家
の
寿
桂
尼
の
よ
う
な
人
が
息
子
に
代
わ
っ
て
政
権
を
握
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
だ
か
ら
、
研
究
上
に
出
て
く
る
の
は
男

性
ば
か
り
な
の
で
す
。

　

そ
れ
で
、
科
研
費
が
当
た
っ
て
、『
日
本
女
性
史
』
の
戦
国
時
代
を
書
い
て
ほ

し
い
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
ハ
タ
と
困
り
ま
し
た
。
女
性
史
と
し
て
ど
う
や
っ
て

戦
国
時
代
の
論
文
を
書
い
た
ら
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
戦
国
大
名
家
法
に
お
け

る
女
性
関
連
条
項
を
抜
き
出
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
け
っ
こ
う
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
何
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
各
階
層
の
女
性
に
関
し
て

大
名
が
何
を
問
題
に
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
ら
、
褒
め
て
く
だ
さ

る
批
評
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
で
、「
こ
れ
は
女
性
史
と
し
て
、
ま
た
女
子
大
学
で

研
究
し
て
い
く
方
向
が
見
つ
か
っ
た
」
と
思
っ
て
、
そ
れ
以
後
は
村
落
・
領
主
制

研
究
と
女
性
史
研
究
の
二
本
立
て
で
や
っ
て
い
こ
う
、
二
頭
立
て
の
馬
車
で
進
も

う
と
い
う
決
心
が
つ
い
た
の
で
す
。

【
細
川
】

　

村
落
史
か
ら
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、『
日
本
女
性
史
』
の
と
き
に

は
、
脇
田
先
生
は
都
市
、
田
端
先
生
は
農
村
・
村
落
と
い
う
こ
と
で
、
脇
田
先
生

か
ら
は
「
分
業
み
た
い
な
も
の
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
脇
田

先
生
と
の
相
互
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
田
端
先
生
は
そ
う
い
う
意
識
は

お
あ
り
だ
っ
た
の
で
す
か
。

【
田
端
】

　

そ
れ
は
意
識
し
て
い
ま
し
た
が
、
都
市
と
農
村
だ
け
で
な
く
、
大
名
の
研
究
も

他
の
封
建
領
主
の
研
究
も
非
農
業
民
の
研
究
も
し
な
い
と
全
体
像
は
わ
か
ら
な
い

と
思
っ
て
、
自
分
の
知
識
を
深
め
る
た
め
に
中
世
後
期
社
会
全
体
の
中
で
の
女
性

（
武
家
の
女
性
も
、
公
家
の
女
性
も
、
村
落
の
女
性
も
）の
地
位
を
見
よ
う
か
な
と
思
っ

た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
分
も
だ
ん
だ
ん
と
成
長
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

高
田
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
大
学
で
学
生
と
一
緒
に
研
究
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
若
手
研
究
者
も
揉
ま
れ
て
、
成
長
で
き
る
の
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

加
藤
美
恵
子
さ
ん
は
、
歴
史
学
科
の
第
一
回
の
卒
業
生
で
、
脇
田
先
生
に
付
い

て
勉
強
し
た
の
で
す
が
、
お
連
れ
合
い
が
経
済
学
の
方
だ
っ
た
の
で
、
研
究
者
に

な
る
道
は
あ
き
ら
め
て
、
そ
の
後
、
島
本
町
の
町
議
に
な
り
ま
し
た
。
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【
松
浦
】

　

私
の
場
合
は
西
洋
史
で
す
が
、
西
洋
史
に
お
け
る
女
性
史
学
、
歴
史
学
と
し
て

の
女
性
の
研
究
と
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
真
の
意
味
で
開
始
さ
れ
た
の
は
六

〇
年
代
の
終
わ
り
で
、
学
問
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
女
性
史
学
が
確
立
し
た
の
は
七
〇

年
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
機
運
の
流
れ
も
あ
っ
て
、
七
七
年
、「
日
本
に

お
け
る
婦
人
問
題
の
総
合
的
研
究
」
に
高
額
の
科
研
費
が
当
た
っ
た
の
か
な
と
思

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
科
研
が
あ
た
っ
た
か
ら
、
田
端
先
生
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
初
め

て
女
性
史
的
な
テ
ー
マ
に
手
を
出
す
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

【
田
端
】

　

そ
う
そ
う
、
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
脇
田
先
生
が
先
頭
を
切
っ
て

大
型
科
研
を
取
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
画
期
的
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。

【
松
浦
】

　

そ
れ
で
、
ど
こ
か
に
書
か
れ
て
い
な
い
か
と
資
料
を
探
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
が
、
西
洋
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
。
西
洋
で
も
、
ま
だ
女
性
史
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
な
い
。
女
性
史
に
つ
い
て
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、

ま
ず
は
発
見
す
る
。
歴
史
の
中
で
欠
け
て
い
る
部
分
、
格
好
よ
く
言
え
ば
「
歴
史

研
究
の
空
白
」
を
埋
め
る
た
め
に
と
い
う
感
じ
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
大
名
研
究

で
も
、
男
の
大
名
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
名
領
国
内
の
女

性
の
こ
と
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
田
端
先
生
が
手
を
出
さ
れ
た
。
そ
ん

な
感
じ
な
の
で
す
ね
。

【
田
端
】

　

そ
う
で
す
ね
。「
大
名
領
国
規
範
と
村
落
女
房
座
」
を
書
い
た
の
で
す
が
、
大

名
領
国
規
範
の
中
に
女
性
関
係
条
項
は
あ
る
程
度
あ
り
ま
す
が
、
村
落
の
女
房
座

は
一
つ
し
か
な
い
の
で
、
そ
の
ほ
か
の
一
般
の
女
性
の
姿
を
引
き
出
そ
う
と
し
て

も
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
。
村
落
女
房
座
は
近
江
の
菅
浦
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
時
代
で
す
か
ら
、
ま
ず
史
料
か
ら
発
掘
し
て
、
そ
れ
か
ら
論
を
組
み
立

て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
そ
の
こ
ろ
は
女
性
史
研
究
の
本
当
に
初
期
の
段

階
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

【
松
浦
】

　

言
葉
は
悪
い
で
す
が
、
ま
さ
に
「
手
を
出
し
て
」
み
た
け
れ
ど
、
は
た
し
て
何

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
ね
。

　

い
ま
の
学
生
に
と
っ
て
女
性
史
学
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
す
る
学
問
分

野
な
の
で
、
先
生
が
感
じ
ら
れ
た
よ
う
な
困
難
性
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
で

す
ね
。

【
細
川
】

　

史
料
の
問
題
も
そ
う
で
す
し
、
脇
田
先
生
、
田
端
先
生
、
東
京
で
は
中
世
で
言

え
ば
歴
史
学
者
の
黒
田
弘
子
さ
ん
な
ど
、
第
一
世
代
と
言
う
と
失
礼
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
当
時
の
女
性
史
研
究
者
は
、
村
落
史
研
究
な
り
商
業
史
研
究
な
り
他
の

分
野
で
研
究
者
と
し
て
学
界
に
認
め
さ
せ
て
、
女
性
史
研
究
を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的

に
見
て
も
き
ち
ん
と
し
た
も
の
と
い
う
か
た
ち
で
確
立
し
て
い
っ
た
。

　

先
ほ
ど
松
浦
先
生
か
ら
西
洋
史
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
史
の
ほ
う
は
八

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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〇
年
代
頃
か
ら
で
、
初
め
か
ら
「
女
性
史
の
研
究
者
で
す
」
で
は
通
用
す
る
の
が

難
し
か
っ
た
と
い
う
か
、
や
は
り
他
の
分
野
で
研
究
者
と
な
っ
た
後
、
女
性
史
を

や
る
と
い
う
順
番
し
か
な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

【
松
浦
】

　

パ
イ
オ
ニ
ア
世
代
は
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

私
な
ど
は
、
日
本
で
も
こ
れ
だ
け
史
料
が
な
く
て
探
す
の
に
苦
労
す
る
の
に
、

外
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
さ
れ
る
松
浦
先
生
は
す
ご
い
な
と（
笑
）。

【
松
浦
】

　

七
〇
年
代
の
終
わ
り
に
卒
論
の
テ
ー
マ
を
決
め
た
と
き
に
、
イ
ギ
リ
ス
女
性
史

の
河
村
貞
枝
先
生（
京
都
府
立
大
学
名
誉
教
授
）が
京
大
の
史
学
科
西
洋
史
専
攻
の
助

手
を
務
め
て
い
ら
し
て
、
そ
の
ご
縁
で
、
私
の
メ
ン
タ
ー
に
あ
た
る
方
と
な
り
ま

し
た
が
、
河
村
先
生
が
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
女
性
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
を
な
さ
っ
て
い
て
、「
じ
ゃ
、

あ
な
た
は
私
の
や
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
や
っ
て
ね
」
と
い
う
こ
と
で
、
労
働
者

階
級
の
女
性
の
労
働
運
動
史
に
入
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
が
、
史
料
は
全
然
な

か
っ
た
で
す
。
つ
ま
り
、
普
通
に
書
か
れ
て
い
る
労
働
運
動
史
研
究
の
中
に
少
し

で
も
女
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
拾
い

上
げ
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

　

お
そ
ら
く
日
本
で
も
、
八
〇
年
代
に
女
性
史
学
が
花
開
い
て
い
く
と
、
な
ん
と

な
く
「
女
性
史
を
や
っ
て
い
ま
す
」
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
西
洋
史
の
分
野
で
は
、
八
〇
年
代
前
半
は
「
そ
ん
な
も
の
は
歴
史
学
に
な

る
の
か
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

【
増
渕
】

　

『
日
本
女
性
史
』
は
、
か
な
り
評
判
に
な
り
ま
し
た
が
、
研
究
に
携
わ
っ
た

方
々
か
ら
す
れ
ば
誤
解
と
も
思
え
る
よ
う
な
反
応
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

増渕　徹（ますぶち　とおる）
京都橘大学文学部歴史学科教授。女性歴史文化研究所所長（第九代）。
東京大学文学部第二類（史学）卒業。文学学士（東京大学）。
専門：日本古代史・文化財保護行政史。
研究課題：「出土文字資料に関する研究」「平安時代史研究」
主な業績：『史跡で読む日本の歴史 5　平安の都市と文化』（共著）（吉川弘文館、2010
年）、『京の鴨川と橋』（共著）（思文閣出版、2001年）、『京都の女性史』（共著）（思文閣
出版、2002年）、『日本の時代史30　歴史と素材』（共著）（吉川弘文館、2010年）、『医
療の社会史―生・老・病・死』（共著）（思文閣出版、2013年）など。
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【
田
端
】

　

名
が
残
っ
て
い
る
女
性
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
研
究
が
あ
っ
て
、
目
録
を
つ

く
っ
た
か
ら
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
、
大
先
生
も
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。
今

い
ま
ま
い
り
の
つ
ぼ
ね

�
参�
局
や
日
野
富
子
な
ど
、
悪
女
と
い
う
通
説
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の

史
料
を
出
し
て
言
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
方
法
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
す

が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
嫉
妬
深
い
な
ど
個
人
的
資
質
に
解
消
さ
れ
て
、「
そ
の
人

の
個
人
的
資
質
が
こ
う
だ
っ
た
か
ら
今
参
局
と
日
野
富
子
は
対
立
し
た
の
だ
」
と

い
う
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
そ
う
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
は
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
れ
を
解
決
す
る
出
口
が
見
え
て
き
た
の
は
、
や
は
り
『
日
本
女
性
史
』
な
ど

が
出
て
、
そ
れ
以
後
、
古
代
の
女
帝
研
究
な
ど
も
す
ご
く
進
み
ま
し
た
。
男
性
も

研
究
し
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
そ
れ
で
正
当
な
議
論
の
俎
上
に
上
り
始
め
た
。
女
性

史
研
究
と
一
般
史
の
研
究
の
間
で
相
互
に
議
論
で
き
る
俎
上
に
上
り
始
め
た
こ
と

も
、
歴
史
学
界
の
中
で
果
た
し
た
大
き
な
役
割
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
女
帝
研
究
な
ど
の
古
代
の
女
性
史
研
究
者
た
ち
も
、
こ
れ
で
ず
い
ぶ
ん
元

気
に
な
り
ま
し
た
の
で（
笑
）。

　

話
が
逸
れ
ま
す
が
、
研
究
所
が
で
き
て
か
ら
、
最
初
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
外
国

の
方
も
呼
ば
れ
て
、
国
際
学
会
的
な
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の

後
、
脇
田
先
生
の
在
職
中
に
、
研
究
所
の
行
事
で
は
な
い
の
で
す
が
、
外
国
の
方

を
い
ろ
い
ろ
呼
ん
で
日
本
女
性
史
の
研
究
会
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
十
五
～
十
六
人
が
十
五
分
ず
つ
く
ら
い
の
報
告
を
順
に
回
し
た
と
き
に
、

古
代
の
研
究
発
表
を
さ
れ
た
外
国
の
方
が
天
照
大
御
神
の
こ
と
を
英
語
で
「
テ
ン

シ
ョ
ウ
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
周
り
に
い
る
日
本
人
や
日
本
語
の
わ
か

る
人
が
教
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
て
「
こ
れ
は

天
照
大
神
の
こ
と
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
思
っ
て
、「
違
い
ま
す
よ
」
と
メ
モ
を

渡
そ
う
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
英
語
で
何
と
書
け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
て

（
笑
）。
西
村
先
生
が
通
訳
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
西
村
先
生
も

「
何
の
こ
と
だ
ろ
う
？
」
と
。
そ
の
人
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
か
ら
、〝
テ
ン
シ
ョ

ウ
〟〝she

〟〝her

〟
な
ど
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
学
内
自
体
も
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
で
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
活
性
化
し
た
な
あ
と
思
い
ま
し
た
ね
。

【
北
川
】

　

こ
れ
は
開
設
当
時
の
ポ
ス
タ
ー
（
写
真
3
）で
す
が
、
問
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。

「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
な
の
に
、
な
ぜ
女
性
が
裸
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
？
」
と
。
こ
の
と
き
、
研
究
所
に
集
う
学
内
の
教
職
員
は
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
（heʼs�

story

）で
は
な
く
て
ハ
―
ス
ト
ー
リ
ー
（her�story

）だ
か
ら
、
こ
う
い
う
見
方
も

必
要
だ
」
と
受
け
止
め
て
い
ま
し
た
ね
。

　

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
が
「
性
と
生
殖
」（
第
四
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「〝
性
と
生
殖
〟（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
＆
ラ
イ
ツ
）を
考
え
る
―
北
京
世
界
女
性

会
議
か
ら
の
問
題
提
起
」）の
と
き
、「
生
殖
は
い
い
け
ど
、
な
ん
で
性
な
の
か
？
」

と
当
時
の
事
務
局
長
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
話
を
し
た
ら
、
鎌
田
先
生
が
「
性

が
な
け
れ
ば
生
殖
は
な
い
の
に
、
な
ん
で
そ
れ
が
い
け
な
い
ん
だ
」
と
、
す
ご
く

怒
っ
て
お
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」

15



【
細
川
】

　

第
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
者
と
し
て
、
発
足
時
の
こ
と
を
少
し

…
。
田
端
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
、
補
足
的
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
と
、
今
回
の
座
談
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、「
第
二
部
：
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
の
研
究
活
動
お
よ
び
成
果（
発
展
・
展
開
期
）と
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
覧

（
表
1 

25
ペ
ー
ジ
参
照
）が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
の
第
一
か
ら
第
四

ま
で
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
で
き
る
と
と
も
に
発
足
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

す
。
先
ほ
ど
田
端
先
生
が
言
わ
れ
た
「
全
学
的
に
」
と
い
う
の
も
、
あ
る
意
味
で

言
え
ば
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
で
本
学
の
歴
史
学
科
の
教
員
の
ほ
ぼ
全
員
で
取

り
組
も
う
と
い
う
の
が
、
第
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
歴
史
に
お
け
る
家
族
と
女
性
―

日
本
と
世
界
」
で
し
た
。

　

第
二
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
現
代
社
会
と
女
性
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性
学

的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
こ
う
、
本
を
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
り
は
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
や
研
究
会
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
鎌
田
先
生
を
中
心
に
女
性
学

的
な
要
素
の
強
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
志
賀
先
生
と
杉
村
先
生
に
よ
る
ペ
ロ
ー
さ
ん
の
女
性
史
の
翻
訳
が
第

三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
西
欧
女
性
史
研
究
―
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
」
で
す
。

　

第
四
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
愛
と
性
」
は
、
英
語
英
文
学
科

の
教
員
に
ロ
レ
ン
ス
の
研
究
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
入
れ
ま
し
た
。

　

第
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
歴
史
学
科
を
中
心
に
日
本
語
日
本
文
学
科
も
加
わ
っ
て
、

第
四
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
英
語
英
文
学
科
と
い
う
か
た
ち
で
、
全
学
的
に
四
つ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

発
足
し
て
す
ぐ
に
枚
方
市
か
ら
の
受
託
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
が
第
五
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
地
域
女
性
史
研
究　

大
阪
府
枚
方
市
の
場
合
」
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
、

い
わ
ば
一
か
ら
五
ま
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
展
期
に
並
行
し
て
い
っ
た
と
い
う

か
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

【
北
川
】

　

第
五
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
受
託
研
究
で
、
一
九
九
四
年
に
三
年
計
画
で
始
ま
り
、

一
九
九
七
年
三
月
に
『
伝
え
た
い
想
い
―
枚
方
の
女
性
史
』
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

写真 3　�女性歴史文化研究所開設記念シンポジウム�
ポスター

1992年12月、「女性史の新時代をめざして―女性史研究の現状と課題」を
テーマに、マーティン・コルカット（プリンストン大学教授・アメリカ）、
パトリシア・ツルミ（ヴィクトリア大学教授・カナダ）、脇田晴子（大阪外
国語大学教授）が講演を行い、初代所長の田端泰子（本学歴史学科教授）、
杉村和子（本学歴史学科教授）がコーディネーターとしてパネルディスカッ
ションに参加して開催された。
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【
細
川
】

　

『
枚
方
の
女
性
史
』
が
で
き
た
と
き
に
は
も
う
大
阪
大
学
に
移
ら
れ
て
い
た
と

思
い
ま
す
が
、
村
田
路
人
先
生（
当
時
、
本
学
歴
史
学
科
助
教
授
）に
も
け
っ
こ
う

や
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。

【
田
端
】

　

そ
の
こ
ろ
、
奈
良
県
の
女
性
史
、
静
岡
の
女
性
史
と
か
、
県
単
位
の
女
性
史
は

け
っ
こ
う
出
て
い
た
け
れ
ど
も
、
市
単
位
の
女
性
史
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
か
ら
、

こ
ち
ら
も
す
ご
く
張
り
切
っ
て
、「
枚
方
も
調
べ
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
い
い
と
こ

ろ
だ
な
あ
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

読
み
直
し
て
み
る
と
、
あ
の
聞
き
取
り
部
分
で
は
、
多
く
の
方
が
す
ご
く
い
ろ

ん
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
枚
方
に
は
戦
前
、
火
薬
庫
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
非
常
勤
で
勤
め
て
い
た
女
の
人
は
、
爆
発
が
あ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が

亡
く
な
っ
た
り
し
た
と
か
、
当
時
の
給
料
が
い
く
ら
だ
っ
た
か
を
何
円
何
銭
の
単

位
ま
で
覚
え
て
い
た
り
す
る
の
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
資
料
に
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
結
果
的
に
い
う
と

す
ご
い
聞
き
取
り
を
し
た
の
だ
な
あ
と
、
我
な
が
ら
よ
く
や
っ
た
と
ほ
め
て
あ
げ

た
い
く
ら
い
で
す
。
そ
れ
で
授
業
で
も
時
々
『
枚
方
の
女
性
史
』
の
聞
き
取
り
部

分
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

【
細
川
】

　

戦
前
は
そ
う
で
す
し
、戦
後
の
団
地
も
枚
方
が
一
番
早
い
ん
で
す
ね（
香
里
団
地
）。

【
松
浦
】

　

大
原
社
会
問
題
研
究
所
や
大
原
美
術
館
は
、
倉
敷
紡
績
の
創
業
者
一
族
の
大
原

家
が
設
立
し
て
い
て
、
た
し
か
枚
方
に
も
ク
ラ
ボ
ウ
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
う
い

う
社
会
貢
献
な
ど
に
強
い
関
心
を
持
つ
経
営
者
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
枚
方
に
あ
っ

た
工
場
内
に
従
業
員
教
育
の
た
め
の
学
校
を
つ
く
っ
た
り
、
工
員
の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
の
学
校
を
つ
く
っ
た
り
、
社
会
問
題
に
対
し
て
真
摯
に
取
り
組
ん
で
き
た

と
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
め
ず
ら
し
い
日
本
の
企
業
で
す
。

　

だ
か
ら
、
枚
方
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
う
企
業
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に

関
わ
っ
た
人
た
ち
が
女
性
の
組
織
や
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、

き
ょ
う
田
端
先
生
の
お
話
を
聴
い
て
思
い
ま
し
た
。

【
田
端
】

　

そ
う
で
す
ね
。
枚
方
で
そ
う
い
う
地
域
の
活
動
が
あ
っ
て
、
本
も
で
き
た
と
い

う
こ
と
で
、
周
り
の
市
が
刺
激
を
受
け
て
「
つ
く
り
た
い
」
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど

も
、
う
ち
は
枚
方
で
精
い
っ
ぱ
い（
笑
）。

【
北
川
】

　

あ
の
と
き
は
枚
方
市
に
女
性
政
策
課
が
で
き
て
、
そ
の
課
長
と
担
当
者
が
「
ぜ

ひ
枚
方
女
性
史
で
聞
き
書
き
を
や
り
た
い
」
と
、
す
ご
く
熱
く
語
っ
て
い
て
、
聞

き
取
り
調
査
の
候
補
者
選
定
や
依
頼
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
対
応
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
助
け
ら
れ
ま
し
た
。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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【
松
浦
】

　

枚
方
市
は
、
大
阪
府
内
の
市
町
村
と
し
て
は
広
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
性
が

集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で
す
ね
。

【
田
端
】

　

昔
な
が
ら
の
土
地
と
、
団
地
が
建
っ
た
新
し
い
地
域
と
が
あ
り
ま
す
。

【
増
渕
】

　

京
都
に
も
大
阪
に
も
近
い
し
、
ま
だ
宿
場
の
名
残
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

淀
川
を
抑
え
る
た
め
に
樟
葉
に
台
場
が
造
ら
れ
た
り
、
奈
良
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
、
枚
方
は
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
入
り
込
む
場

所
。
そ
れ
だ
け
に
、
ま
ち
と
し
て
の
性
格
は
複
雑
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

【
北
川
】

　

昔
か
ら
い
る
層
と
、
新
興
住
宅
地
が
で
き
て
後
か
ら
入
っ
て
き
た
層
と
で
は
、

か
な
り
違
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。

【
松
浦
】

　

昔
か
ら
、
農
村
地
帯
だ
け
で
な
く
、
宿
や
遊
女
屋
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
や
は

り
違
う
と
思
い
ま
す
。

【
細
川
】

　

そ
う
い
う
施
設
が
あ
り
、
く
ら
わ
ん
か
船
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

枚
方
は
、
陸
の
東
海
道
五
十
七
次
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
淀
川
が
大
坂
と
京
の
間

の
大
動
脈
で
、
そ
の
中
間
地
点
と
い
う
性
格
も
あ
る
。

　

第
一
か
ら
第
五
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ま
で
が
黎
明
期
と
発
展
期
で
田
端
所
長
の
時
代

だ
と
す
れ
ば
、
第
六
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
一
九
九
八
～
二
〇
〇
二
年
度
）以
降
は
小
野
和

子
先
生（
当
時
、
本
学
歴
史
学
科
教
授
）が
所
長
に
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
移
っ

て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
わ
っ
た
か
ら
、
歴
史
の
分
野
で
次
は
ど
う
し
よ
う
か

と
い
う
こ
と
で
、
第
六
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
京
都
の
歴
史
と
女
性
」
を
日
本
史
の
教

員
を
中
心
に
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

　

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
・
発
展
期
以
後
と
い
う
の
は
、
一
方
で
大
学

全
体
の
変
化
も
頭
に
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
き
て
、
先
ほ
ど
田

端
先
生
が
黎
明
期
・
発
展
期
の
と
こ
ろ
で
「
全
学
的
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
も
、

文
学
部
単
科
で
、
教
員
の
人
数
も
少
な
く
、
職
員
の
方
の
人
数
も
多
く
な
い
中
で
、

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
を
大
学
全
体
で
盛
り
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
理

解
が
あ
っ
た
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
六
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
活
動
し
て
い
る
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、

文
化
政
策
学
部
が
で
き
て
複
数
学
部
体
制
に
な
り
、
二
〇
〇
五
年
に
は
共
学
化
す

る
と
い
う
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
共
学
化
と
同
時
に
、
田
端
学
長
の
も
と
で
看
護
学
部
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
学
部
が
複
数
展
開
し
て
い
く
中
で
、
文
学
部
単
科
の
中
で
の

「
全
学
的
な
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
」
と
い
う
位
置
付
け
か
ら
、
文
化
政
策
学
部
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は
文
化
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
、
看
護
学
部
は
看
護
実
践
異
文
化
国
際
研
究
セ
ン

タ
ー
と
い
う
中
で
、「
全
学
的
に
」
と
言
い
つ
つ
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
学

部
を
中
心
に
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
全
体
の
中
で
の
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
立

ち
位
置
は
「
大
学
の
一
部
」
的
要
素
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
第
六
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
以
降
の
時
期
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
同
時
に
、
複
数
学
部
が
で
き
、
医
療
・
看
護
系
な
ど
は
科
研
費
も
わ
り
あ
い

取
っ
て
く
る
中
で
、
外
部
資
金
の
導
入
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
研
究

所
の
予
算
の
す
べ
て
を
大
学
が
付
け
る
の
で
は
な
く
、「
科
研
費
な
ど
の
外
部
資

金
を
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
で
も
取
る
べ
く
努
力
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う

な
中
で
、「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
生
き
残
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
」
と
い
う
課
題
が
出
て
く
る
の
が
、
松
浦
所
長
や
私
が
所
長
だ
っ
た
時
期
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
第
五
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ま
で
と
第
六
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
以
降
で
大
き
く

線
が
引
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
田
端
先
生
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
黎
明
期
・
発
展

期
は
第
五
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ぐ
ら
い
ま
で
の
話
で
あ
っ
て
。

【
増
渕
】

　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
第
六
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
以
降
は
、
女
歴
研
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
性
格
や
位
置
付
け
が
変
わ
っ
た
。

【
細
川
】

　

だ
か
ら
、
先
ほ
ど
増
渕
所
長
が
言
わ
れ
た
こ
と
で
言
え
ば
、
学
生
な
ど
も
参
加

し
て
も
ら
っ
て
学
内
で
学
術
講
演
会
を
や
る
と
い
う
要
素
よ
り
は
、
市
民
の
方
た

ち
に
い
か
に
本
学
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
か
、
そ
の
一
つ
に
「
本
学
は
女
性
史
研
究

を
こ
れ
だ
け
や
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
市
民
の
方
た
ち
に
ア
ピ
ー
ル

す
る
と
い
う
こ
と
で
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
に
も
出
て
い
く
。
そ
の
意
味
で

言
え
ば
、
講
演
会
の
位
置
付
け
も
多
少
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

【
北
川
】

　

第
二
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
現
代
社
会
と
女
性
」
が
活
動
し
て
い
た
の
は
、
鎌
田
先

生
と
河
原
和
枝
先
生（
当
時
、
本
学
現
代
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
教
授
）が
い
た
時
代
ま
で

で
、
そ
れ
以
降
、
社
会
学
系
の
先
生
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
女
性
学
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究
会
が
あ
ま
り
開
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
過
去
の
記

録（
九
〇
年
代
）を
見
る
と
、
年
間
十
回
か
ら
二
十
回
ほ
ど
講
演
会
や
研
究
会
を
開

催
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
研
究
会
も
、
教
員
だ
け
で
や
る
の
で
は
な
く
、「
学
生
や
院
生
も
来
て
く

だ
さ
い
」
と
広
報
し
て
参
加
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。
来
日
し
て
い
る
外
国
の
方

を
お
呼
び
し
て
、
通
訳
を
付
け
た
講
演
会
を
何
度
も
や
っ
た
り
、
映
画
の
上
映
会

を
行
う
な
ど
、
学
生
を
巻
き
込
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

い
ま
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
研
究
成
果
の
公
開
と
い
う
こ
と
で
、
外
部
の
一
般

の
方
を
対
象
に
す
る
側
面
が
強
い
の
で
す
が
、
当
時
は
学
生
に
研
究
成
果
を
還
元

す
る
と
こ
ろ
に
重
き
を
置
い
て
い
た
の
で
、「
学
生
に
聴
か
せ
た
い
」
と
思
う
講

師
を
呼
ん
で
き
て
、
本
当
に
積
極
的
に
や
っ
て
い
ま
し
た
。
研
究
紀
要
を
年
一
回

発
刊
す
る
こ
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
年
一
回
開
催
す
る
こ
と
、『
ク
ロ
ノ
ス
』（
写

真
4
）を
発
刊
す
る
こ
と
は
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
開
設
当
初
か
ら
ず
っ
と
続

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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い
て
い
ま
す（
ク
ロ
ノ
ス
は

一
九
九
四
年
～
）が
、
研
究

会
は
以
前
に
比
べ
る
と
な

か
な
か
開
催
で
き
な
い
と

い
う
の
が
現
状
で
す
。

【
細
川
】

　

他
の
大
学
の
研
究
所
は
、

女
性
学
に
軸
足
を
置
く
研

究
所
の
ほ
う
が
多
い
で
す

ね
。
で
す
か
ら
、
本
学
は

女
性
史
に
基
礎
を
置
く
の

だ
と
い
う
か
た
ち
で
や
っ

て
き
た
。
こ
れ
は
一
貫
し

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

一
貫
し
て
い
る
と
は
思
う

け
れ
ど
も
、
鎌
田
先
生
な

ど
が
お
ら
れ
て
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
な
ど
で
は
他
の
分

野
の
方
を
お
招
き
し
て
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
や
っ
て
い
た
。
黎
明

期
・
発
展
期
は
そ
う
い
う
要
素
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
荻
野
美
穂

先
生（
当
時
、
奈
良
女
子
大
学
助
教
授
）に
来
て
も
ら
っ
た
り
、
落
合
恵
美
子
先
生（
当

時
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
）が
会
場
発
言
を
さ
れ
た
り
、
初
期
は
そ

う
い
う
要
素
が
わ
り
あ
い
強
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

　

文
化
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
が
で
き
、
看
護
実
践
異
文
化
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
も

で
き
、
本
学
の
研
究
所
・
研
究
セ
ン
タ
ー
が
必
ず
し
も
女
歴
研
だ
け
で
は
な
く
な

る
な
か
で
、
そ
し
て
ま
た
市
民
向
け
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
歴
史
学
の
女
性

史
の
成
果
を
市
民
向
け
に
話
す
と
い
う
か
た
ち
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
よ
り
多
く

な
っ
て
い
っ
た
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
ず
っ
と
そ
う
だ
と
い
う
意
味

で
は
な
く
て
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
先
生
な
ど
は
ア
ジ
ア
圏
を
中
心
と
す
る
海
外
の
方

を
呼
ぼ
う
と
か
、
所
長
ご
と
の
特
徴
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
。

【
増
渕
】

　

複
数
の
学
部
・
学
科
が
急
速
に
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の

独
立
性
が
か
な
り
強
い
部
分
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
機
関
を
持
つ
位

置
付
け
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
体
を
束
ね
て
い
く
と
い
う
テ
ー
マ
そ
の
も

の
も
見
つ
け
に
く
く
な
っ
た
し
、
ま
た
全
体
を
束
ね
る
た
め
の
機
関
で
は
な
い
個

別
の
機
関
・
研
究
所
と
い
う
位
置
付
け
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
昔
み
た
い
に
同
時

進
行
的
に
、
複
数
の
視
点
で
、
違
う
分
野
ま
で
と
い
う
研
究
が
な
か
な
か
や
れ
な

く
な
っ
た
の
は
事
実
で
す
ね
。

【
細
川
】

　

た
だ
、
第
一
〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
歴
史
に
お
け
る
女
性
の
身
体
と
看
護
・
医

療
」
は
、
看
護
の
先
生
が
入
っ
て
く
れ
て
、
文
理
融
合
の
研
究
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
科
研
費
が
取
れ
ま
し
た
。

写真 4 �　女性歴史文化研究所広報誌
「CHRONOS（クロノス）［時の鳥］」

市民・学生に、本学教員や研究所の研究成果を親しみ
やすく発信する広報誌として1994年10月に創刊。現在
までに44号発刊している。
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【
増
渕
】

　

そ
の
段
階
で
の
橘
ら
し
い
ま
と
め
方
が
で
き
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出

発
し
た
ん
で
す
ね
。

【
細
川
】

　

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
た
だ
全
体
的
に
は
歴
史
学
中

心
で
、
歴
史
学
で
科
研
費
が
取
れ
た
場
合
に
は
、
も
う
一
本
、
日
本
文
学
で
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
て
る
と
か
ね
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
面
は
あ
る
だ
ろ
う
な
、
と
い
う
気
は
し
ま

す
。
そ
れ
で
言
え
ば
、
田
端
先
生
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
時
期
が
、
文
学
部
単
科

の
中
で
「
全
学
的
に
」
と
い
う
時
代
で
し
た
。

【
田
端
】

　

せ
っ
か
く
座
談
会
を
し
た
の
だ
か
ら
今
後
の
参
考
に
な
ら
な
け
れ
ば
と
思
う
の

で
、
第
二
回
目
以
降
は
「
現
状
と
課
題
」
み
た
い
な
か
た
ち
で
や
っ
て
も
ら
っ
た

ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
伸
ば
し

て
い
く
と
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
く
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
出

し
て
も
ら
っ
た
ら
、
研
究
所
の
あ
り
方
も
含
め
て
今
後
に
残
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

【
細
川
】

　

『
ク
ロ
ノ
ス
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
文
学
部
以
外
の
学
科
の
先
生
の
執
筆
の
場

所
を
設
け
た
り
は
し
て
い
ま
す
ね
。

【
増
渕
】

　

ち
ょ
っ
と
強
引
に
や
り
ま
し
た
け
ど（
笑
）。

【
細
川
】

　

そ
れ
は
所
長
が
苦
労
し
て
、
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

「
近
代
日
本
音
楽
史
を
彩
る
女
性
た
ち
」
と
か
、
臨
床
心
理
学
と
か
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
そ
う
い
う
中
で
も
全
学
的
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
ろ
う
と
い
う
意
図
は
わ

か
り
ま
す
。

【
北
川
】

　

研
究
所
運
営
委
員
会
は
、
所
長
任
命
の
四
名
と
な
っ
て
い
て
、
現
在
は
文
学
部

の
三
学
科
と
児
童
教
育
学
科
か
ら
運
営
委
員
を
選
出
し
て
い
ま
す
。
全
学
付
置
の

研
究
所
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
全
学
部
に
等
し
く
何
か
を
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
る

か
と
言
え
ば
、
や
は
り
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
、『
ク
ロ
ノ
ス
』
に
関

し
て
は
、
一
回
生
全
員
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
て
、
頑
張
っ
て
配
っ

て
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

文
学
部
が
中
心
と
な
っ
て
記
事
の
う
ち
の
七
割
く
ら
い
は
載
る
け
れ
ど
も
、
残

り
の
う
ち
二
割
く
ら
い
は
、
他
学
科
の
関
わ
る
記
事
を
載
せ
た
い
。
た
と
え
ば
心

理
学
科
だ
っ
て
女
性
の
こ
と
に
は
当
然
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
し
、
教
育
だ
っ

て
半
分
は
女
性
を
対
象
に
教
育
し
て
い
く
わ
け
で
す
し
、
看
護
や
理
学
療
法
だ
っ

て
、
専
門
誌
に
載
せ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
社
会
的
に
「
女
性
の
こ
う

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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い
う
部
分
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」
み
た
い
な

問
題
提
起
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
入
れ
て
く
れ
る
と
、「
橘

の
女
歴
研
は
『
女
性
・
歴
史
・
文
化
』
だ
け
で
な
く
て
、
広
く
目
配
り
し
て
い
る

の
だ
な
」
と
い
う
見
方
を
し
て
も
ら
え
る
か
な
と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
無
理
や
り
書
い
て
も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

【
松
浦
】

　

『
ク
ロ
ノ
ス
』
は
、
わ
り
あ
い
気
軽
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
評
判
が
い
い
で

す
ね
。
学
外
で
お
会
い
し
た
方
と
は
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
話
題
に
な
っ
た
り
し
ま

す
。
研
究
者
以
外
の
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
か
な
。

【
北
川
】

　

紀
要
は
論
文
な
の
で
、
専
門
の
人
で
な
い
と
取
っ
付
き
に
く
い
で
す
が
、『
ク

ロ
ノ
ス
』
は
、
そ
の
と
き
の
リ
ア
ル
な
話
題
も
入
れ
な
が
ら
書
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
方
が
多
く
、
読
み
や
す
い
で
す
ね
。
特
に
一
回
生
に
は
、「
大
学
に
は
こ
ん

な
研
究
所
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。

【
田
端
】

　

私
も
自
分
の
書
い
た
と
こ
ろ
だ
け
学
生
に
配
っ
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
と

き
は
見
落
と
し
て
い
て
も
何
か
の
機
会
に
目
を
通
し
た
ら
、「
こ
ん
な
こ
と
も
あ

る
ん
や
。
お
も
し
ろ
い
な
あ
」
と
い
う
ふ
う
に
興
味
も
変
化
し
て
く
る
の
で
、

「
も
ら
っ
た
も
の
は
、
ぜ
ひ
捨
て
な
い
よ
う
に
永
く
持
っ
て
い
て
ね
。
あ
と
で
役

立
ち
ま
す
」
と
言
い
含
め
て
配
布
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す（
笑
）。

【
細
川
】

　

松
浦
先
生
の
連
載
は
創
刊
か
ら
ず
っ
と
で
し
ょ
う（
一
九
九
四
年
十
月
発
刊
の
創

刊
号
か
ら
現
在
ま
で
、
ク
ロ
ノ
ス
に
「
イ
ギ
リ
ス
女
性
生
活
誌
」
を
連
載
中
）。

【
田
端
】

　

そ
う
そ
う
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
本
に
。

【
松
浦
】

　

本
に
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
個
人
的
な
理
由
で
や
め
て
し
ま
っ
て
、
も
う

す
ぐ
こ
れ
も
終
わ
り
ま
す
。
で
も
、
読
み
返
す
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い

て
、
け
っ
こ
う
頑
張
っ
て
書
い
て
き
た
ん
だ
な
と
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。
今
年

は
発
行
が
年
一
回
な
の
で
、
来
年
度
に
一
冊
か
二
冊
出
て
、
そ
れ
で
連
載
が
終
わ

り
で
す
ね
。

【
田
端
】

　

い
ま
ま
で
の
図
書
は
、
研
究
所
が
刊
行
し
て
い
ま
す
よ
ね（
写
真
5
）。
だ
か
ら
、

松
浦
先
生
の
連
載
も
、
研
究
所
刊
行
の
本
に
さ
れ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

【
松
浦
】

　

私
は
「
女
性
史
特
講
」
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
最
初
の
「
女
性
史
学
の
誕
生
」

で
、
脇
田
先
生
や
田
端
先
生
の
名
前
が
出
て
き
て
、
学
生
に
「
日
本
の
女
性
史
学
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は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
」
と
話
し
ま
す
。
ま
さ
に
パ
イ
オ
ニ
ア
で
す
か
ら
、

も
っ
と
ご
自
分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
か
っ
た
の
に
。

【
細
川
】

　

私
か
ら
振
っ
て
、
先
生
ご
自
身
の
研
究
者
と
し
て
の
履
歴
を
話
し
て
い
た
だ
い

た
の
も
、
女
歴
研
の
所
長
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
女
性
史
の
研
究
者
と
し
て
は
、

も
う
脇
田
先
生
に
聞
く
わ
け
に
い
か
な
い
か
ら
、
田
端
先
生
が
話
し
て
く
れ
な
い

と
。

【
増
渕
】

　

私
は
田
端
先
生
の
こ
と
を
て
っ
き
り
中
世
の
領
主
制
の
研
究
者
だ
と
思
っ
て
い

た
ら
、
橘
に
来
た
ら
女
性
の
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
い
る
か
ら
「
う
ー
ん
」
と
思
い

ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
後
、
先
生
が
半
済
の
論
文
を
書
か
れ
て
、「
い
っ
た
い

ど
っ
ち
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
結
局
、
両
方
を
や
る
こ

と
に
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

【
田
端
】

　

こ
の
と
き
か
ら
、
レ
ー
ル
が
二
本
に
な
っ
た
ん
で
す
。
脇
田
先
生
の
影
響
力
が

強
か
っ
た
で
す（
笑
）。

【
増
渕
】

　

レ
ー
ル
が
二
本
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
先
生
か
ら
見
た
ら
よ
か
っ
た
こ
と
な

の
で
す
か
。

【
田
端
】

　

そ
れ
が
い
ま
、
単
線
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
最
後
に
日
野
富
子
の
本
を
書
こ

う
と
思
っ
た
ら
、
昔
の
村
落
研
究
や
領
主
制
研
究
や
幕
府
の
裁
許
な
ど
が
全
部
、

自
分
の
中
で
は
一
つ
に
な
っ
て
き
て
、
日
野
富
子
の
時
代
が
非
常
に
豊
か
に
な
っ

た
か
ら
よ
か
っ
た
な
と
、
い
ま
で
は
思
っ
て
い
ま
す
ね
。
脇
田
先
生
に
引
っ
張
り

込
ま
れ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
の
か
な
と（
笑
）。

【
細
川
】

　

脇
田
先
生
は
組
織
人
だ
っ
た
か
ら
、
女
歴
研
の
初
期
に
は
海
外
の
方
な
ど
を
呼

ぼ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
脇
田
先
生
が
、
女
性
史
の
研
究
者
を
組

写真 5　女性歴史文化研究所出版物

写真 6　女性歴史文化研究所（図書館 2階）

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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織
し
よ
う
と
い
う
面
と
、
日
本
史
の
研
究
の
成
果
を
な
ん
と
か
し
て
英
語
文
化
圏

の
人
た
ち
に
知
ら
し
め
よ
う
と
い
う
面
が
あ
っ
て
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史
』

（
上
下
巻
）（
脇
田
晴
子
、
Ｓ
・
Ｂ
・
ハ
ン
レ
ー
編
／
東
京
大
学
出
版
会
／
一
九
九
四
年
）は

半
分
が
外
国
の
研
究
者
で
、
半
分
が
日
本
の
研
究
者
で
す
ね
。
あ
れ
も
脇
田
先
生

の
組
織
力
だ
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

そ
う
な
ん
で
す
。
組
織
す
る
の
が
す
ご
く
上
手
な
方
で
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日

本
史
』
も
、
私
は
日
本
語
の
論
文
だ
け
書
い
た
ら
済
む
か
と
思
っ
た
ら
、
他
の
人

の
英
語
の
論
文
も
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
辞
書
を
片
手
に
何

冊
も
読
ん
で
、
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
向
こ
う
も
日

本
語
を
英
語
に
訳
し
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
お
互
い
に
見
た
り
、
見
て
も
ら
っ
た
り

し
た
の
で
、
あ
れ
は
大
変
な
作
業
で
し
た
。
で
も
、
こ
れ
で
英
語
力
が
上
が
っ
た

か
と
い
う
と
「
？
」
で
す
。

【
細
川
】

　

東
京
大
学
出
版
会
か
ら
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史
』
の
日
本
語
版
が
出
て
、
大

阪
大
学
出
版
会
か
ら
英
語
版
を
出
し
て
、
両
方
出
す
の
が
脇
田
先
生
の
「
英
語
文

化
圏
に
日
本
の
女
性
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
」
と
い
う
当

初
か
ら
の
企
画
で
し
た
か
ら
ね
。

【
田
端
】

　

本
当
に
す
ご
い
人
で
、
先
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
て
、
し
か
も
組
織
力
が
あ
り

ま
し
た
。

【
増
渕
】

　

そ
れ
で
は
、
ま
だ
話
し
足
り
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
こ
の
辺
で
終

わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
黎
明
期
～
発

展
期
に
か
け
て
」
を
テ
ー
マ
に
話
し
合
い
ま
し
た
。
次
回
は
「
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
の
成
熟
期
～
未
来
に
向
け
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所

の
果
た
し
た
役
割
と
意
義
は
何
か
を
考
え
る
と
と
も
に
、
今
後
、
社
会
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
り
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
ど
の
よ
う
な
活
動
に
取
り
組
む
の
か
。

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
新
た
な
展
開
な
ど
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

（
了
）
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表 1　女性歴史文化研究所所プロジェクト一覧

プロジェクト名 代　　表 所　　属 期　　間

第 1プロジェクト
歴史における家族と女性―日本と世界 細川　涼一 歴史学科教授 1993～1997年度

出版物：『家と女性の社会史』（日本エディタースクール、1998年）

第 2プロジェクト

現代社会と女性（特別プロジェクト）　
高橋　雅延
鎌田　明子

一般教養課程助教授
英語英文学科教授

1993～2004年度

女性文化の再生産過程―母―娘関係の研究 河原　和枝
現代マネジメント学
科教授

2004～2007年度

出版物：『母と娘の歴史文化学―再生産される〈性〉』（白地社、2009年）

第 3プロジェクト
西欧女性史研究―フランスを中心に 志賀　亮一

現代マネジメント学
科教授

1993～2007年度

出版物：『女の歴史』Ⅰ～Ⅴ（翻訳）（藤原書店、1994年～2001年）

第 4プロジェクト D・H・ロレンスの愛と性 杉山　泰 英語英文学科教授 1993～1994年度

第 5プロジェクト
地域女性史研究��大阪府枚方市の場合＊ 田端　泰子 歴史学科教授 1994～1996年度

出版物：『伝えたい想い―枚方の女性史』（枚方市発行、ドメス出版、1997年）

第 6プロジェクト
京都の歴史と女性 細川　涼一 歴史学科教授 1998～2002年度

出版物：『京都の女性史』（思文閣出版、2002年）、『京都と鴨川の歴史』（思文閣出版、2001年）

第 7プロジェクト
文学に見る『悪女』観の形成 鈴木　紀子

日本語日本文学科教
授

2001～2006年度

出版物：『〈悪女〉の文化誌』（晃洋書房、2005年）、『女の怪異学』（晃洋書房、2007年）

第 8プロジェクト

女性生活文化交流史＊＊ 横田　冬彦 歴史学科教授 2004～2007年度

出版物：�『女たちのシルクロード（異文化交流と女性）』（平凡社、2010年）、�
『異文化交流史の再検討：日本近代の〈経験〉とその周辺』（平凡社、2011年）

第 9プロジェクト ホスピタリティと女性文化 松浦　京子 歴史学科教授 2004～2007年度

第10プロジェクト

歴史における女性の身体と看護・医療
―生・老・病・死―＊＊

細川　涼一 歴史学科教授 2008～2012年度

出版物：『医療の社会史―生・老・病・死』（思文閣出版、2013年）

第11プロジェクト
現代の表象文化に見るトランスジェンダー 野村幸一郎

日本語日本文学科教
授

2009～2012年度

出版物：『表象のトランス・ジェンダー―越境する性』（新典社、2013年）

第12プロジェクト
装いと身体の歴史 南　直人 歴史学科教授 2013～2017年度

出版物：『身体はだれのものか―比較史でみる装いとケア』（昭和堂、2018年）

第13プロジェクト
社会における女性の活動―京都とその周辺を
舞台にして

増渕　徹 歴史学科教授
2018～2022年度
（予定）

＊　　枚方市よりの受託研究
＊＊　科学研究費補助金基盤研究（B）採択

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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表 2　女性歴史文化研究所シンポジウム一覧

開催日時 テーマ パネリスト・講師

第 1回 1992年12月 3 日 女性史の新時代をめざして
―女性史研究の現状と課題―

マーティン・コルカット（アメリカ・プリ
ンストン大学教授）、パトリシア・ツルミ
（カナダ・ヴィクトリア大学教授）、脇田晴
子（大阪外国語大学教授）
コーディネーター：田端泰子（本学文学部
教授・女性歴史文化研究所所長）、杉村和
子（本学文学部教授）

第 2回 1993年12月 4 日

おんな・女性・・歴史と現在・・

第一部「大学生の性別役割意識を
めぐって」

調査報告：高橋雅延（本学文学部助教授）
井上章一（国際日本文化研究センター助教
授）、田端泰子（本学文学部教授・女性歴史
文化研究所所長）

第二部「絵解き―形象としての
「女」たち」

細川涼一（本学文学部助教授）、鈴木紀子
（本学文学部教授）、浅井雅志（本学文学部
教授）�

第 3 回 1994年12月 3 日 現代の家族と女性―近代家族制度
の崩壊は、女性に何をもたらすか

高桑法子（同志社女子大学助教授）、浅岡美
恵（弁護士）、野川照夫（本学文学部教授）、
鎌田明子（本学文学部教授）�

第 4 回 1995年12月 2 日
“性と生殖”（リプロダクティブ・
ヘルス＆ライツ）を考える
―北京世界女性会議からの問題提起

荻野美穂（奈良女子大学助教授）、柘植あづ
み（北海道医療大学講師）、鎌田明子（本学
文学部教授）

第 5回 1996年12月 7 日 ライフスタイルの変化と女性
―生き方の多様性を求めて―

上掛利博（京都府立大学女子短期大学部助
教授）、津村明子（大阪府立女性総合セン
ター館長）、鈴木紀子（本学文学部教授）�

第 6 回 1997年11月15日 大人と子供 no 空間―ジェネレー
ションギャップと若者文化

東靖男（ひがし心理クリニック所長）、黒瀬
久美子（JFPA ハートブレイク思春期相談
員）、碓井敏正（本学文学部教授）�

第 7 回 1998年12月 5 日

ジェンダー研究の現在～21世紀へ
向けて
作られてきた女性たち、創ってい
く女性たち

舘かおる（お茶の水女子大学ジェンダー研
究センター教授）、米田佐代子（山梨県立女
子短期大学教授）、田端泰子（本学文学部教
授・女性歴史文化研究所所長）�

第 8 回 1999年12月 4 日

日本文化におけるジェンダー
―図像（イメージ）と言説（ディス
クール）―･･･ 視る、視られる、
おんな、おとこ ･･･

池田忍（千葉大学助教授）、鈴木紀子（本学
文学部教授）、細川涼一（本学文学部教授）�

第 9 回 2000年12月 2 日 おんなの身体と装飾―近代中国と
日本��私の身体は誰のもの？

羅蘇文（上海社会科学院歴史研究所研究員・�
女性歴史文化研究所研究員）、沢山美果子
（順正短期大学教授）�

第10回 2001年12月 1 日 昭和の女性
―得たもの　失ったもの―

澤地久枝（ノンフィクション作家・評論家）、
松尾尊兊（本学文学部教授）

第11回 2002年12月 7 日 戦国社会と女性の役割 永井路子（作家）、田端泰子（本学文学部教
授）�

第12回 2003年12月 6 日
異文化経験と女性
―大英帝国のレディたち、『日本
帝国』の主婦たち―

井野瀬久美恵（甲南大学教授）、ひろたまさ
き（本学文学部教授）�

⑴
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開催日時 テーマ パネリスト・講師

第13回 2004年12月 4 日 アジアにおける良妻賢母主義
―その歴史と現在

洪良姫（韓国・漢陽大学校人文科学大学講
師）、程郁（中国・上海師範大学人文学院助
教授）、ひろたまさき（本学文学部教授・女
性歴史文化研究所所長）
コメンテーター：姫岡とし子（立命館大学
国際関係学部教授）

第14回 2005年 7 月 2 日 ミシンと女性と経済

アンドリュー・ゴードン（アメリカ・ハー
バード大学教授、ハーバード大学ライシャ
ワー日本研究所前所長）、中谷文美（岡山大
学文化科学研究科助教授）、松浦京子（本学
文学部教授・女性歴史文化研究所所長）

第15回 2006年12月 9 日 織豊政権期の男女像とその規範化
―山内一豊・千代を中心に

小和田哲男（静岡大学教育学部教授）、長野
ひろ子（中央大学経済学部教授）、田端泰子
（本学学長・文学部教授）
コメンテーター：細川涼一（本学文学部教
授）

第16回 2007年 7 月21日 男女共同参画社会をめざして
―その歩みと課題―

長濱英子（京都府府民労働部女性政策課長）、
吉田秀子（特定非営利活動法人�働きたいお
んなたちのネットワーク理事長）、松浦京
子（本学文学部教授・女性歴史文化研究所
所長）

第17回 2008年 7 月12日 語り物文芸と女性
―日本中世～近世にかけて―

阪口弘之�（神戸女子大学文学部教授・古典
芸能研究センター長）、砂川博（相愛大学人
文学部教授）、細川涼一（本学文学部教授・
女性歴史文化研究所所長）

第18回 2009年 7 月 4 日 歴史のなかの子どもの行方
沢山美果子（岡山大学大学院社会文化科学
研究科客員研究員）
増渕徹（本学文学部教授）

第19回 2010年 7 月10日 幕末・明治の京都と女性
辻ミチ子（元・宇治市歴史資料館館長『女
たちの幕末京都』『和宮』著者）、高久嶺之
介（本学文学部教授）

第20回 2011年 6 月25日 日本中世における女性の生活と表
象

保立道久（東京大学史料編纂所教授）、田端
泰子（本学名誉教授）
コメンテーター：細川涼一（本学文学部教
授・女性歴史文化研究所所長）

第21回 2012年 7 月28日 近代女性の社会史―日本とドイツ 横田冬彦（京都大学大学院文学研究科教授）、
南直人（本学文学部教授）

第22回 2013年 6 月15日 江戸時代の病気と女性 鈴木則子（奈良女子大学研究院生活環境科
学系教授）、有坂道子（本学文学部准教授）

第23回 2014年 6 月21日 近代社会の病気と女性 松浦京子（本学文学部教授）、高久嶺之介
（本学文学部教授）

第24回 2015年 7 月11日 近代と働く女性たち 佐伯順子（同志社大学大学院社会学研究科
教授）、松浦京子（本学文学部教授）

第25回 2016年 7 月 9 日
近代ヨーロッパ社会における身体
表現と身体ケア
―食とファッションを中心に―

北山晴一（立教大学名誉教授）、南直人（本
学文学部教授・女性歴史文化研究所所長）

⑵

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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開催日時 テーマ パネリスト・講師

第26回 2017年 6 月24日 食と歴史のジェンダー
―日本とアジア―

原田信男（国士舘大学21世紀アジア学部教
授）、阿良田麻里子（立命館大学客員教授）、
南直人（本学文学部教授・女性歴史文化研
究所所長）

第27回 2018年 7 月 7 日 発信する皇女たち―斎王を中心に
榎村寛之（三重県斎宮歴史博物館学芸普及
課長）、野田泰三（本学文学部教授）、増渕
徹（本学文学部教授）

第28回 2019年 7 月 6 日
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

松田祐子（大学非常勤講師）、松浦京子（本
学文学部教授）、渡邊和行（本学文学部教
授）

※2020年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、開催中止。

⑶
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