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史
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史
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史
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ク
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京
都
橘
大
学
名
誉
教
授
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史
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研
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ク
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増
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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
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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
一
二
月
開
設
）が
三
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
研
究
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
、
社
会
に
お
け
る
役
割
や
意
義
に
つ
い
て

語
り
合
う
座
談
会
を
開
催
す
る
。
前
回
、
第
一
回
目
座
談
会（
二
〇
二
〇
年
一
一

月
二
〇
日
開
催
）で
は
、「
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
、
開
設
当
時
の
状
況
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
っ
た
。

　

第
二
回
目
と
な
る
今
回
は
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
果
た
し
た
役
割
と
意

義
に
つ
い
て
総
括
・
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
の
新
た
な
展
開
に
つ
い
て

考
え
る
機
会
と
し
た
い
。

　

現
在
進
行
中
の
「
第
一
三
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
」
に
よ
る
『
京
の
女
性
史（
続
編
）』
作
成
に

向
け
た
課
題
、
第
一
四（
新
）プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
向
性
、
女
性
史
研
究
の
現
状

と
課
題
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
女
性
文
化
に
関
す
る
課
題
と

そ
の
解
決
に
向
け
て
の
提
言
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ

と
と
し
た
い
。
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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
二
回
「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
役
割
と
意
義
～
未
来
に
向
け
て
」

【
増
渕
】

　

本
日
は
朝
早
く
か
ら
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
も
開
設
か
ら
三
〇
年
と
い
う
時
間
が
経
ち
ま
し
て
、
自
分

た
ち
の
歩
み
を
振
り
返
り
、
次
の
段
階
へ
の
材
料
を
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と

で
、
座
談
会
を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

昨
年
度
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
初
代
所
長
で
あ
る
田
端
先
生
を
は
じ
め
、

歴
代
所
長
で
あ
る
細
川
先
生
や
松
浦
先
生
と
一
緒
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
性

史
関
係
の
研
究
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
活
動
に
取
り
組
ん
で
こ
ら

れ
た
か
と
い
う
お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の

活
動
は
女
性
史
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
社
会
で
生
き
て
、
働
い
て
い
る
女

性
が
抱
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
も
考
察
す
る
活
動
が
、
も
う
一
つ

の
柱
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
ち
ら
の
話
を
中
心
に
据
え
て
、
か
つ
て
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か

ら
取
り
組
ま
れ
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
成
果
を
出
し
、
ど
の
よ
う
な
研

究
所
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
を
振
り
返
り
、
そ
の
活
動
か
ら

見
い
だ
さ
れ
る
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
ご
指
摘
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
第
二
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
第
三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
研
究
所
開
設

当
時
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

鎌
田
先
生
、
第
二
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
て
た
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
だ
っ
た
の

で
す
か
。

【
鎌
田
】

　

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
の
第
一
回
座
談
会
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
女

歴
研
が
ど
の
よ
う
な
経
過
で
発
足
し
た
の
か
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

私
は
ま
だ
大
学
名
に
「
京
都
」
も
つ
い
て
い
な
い
「
橘
女
子
大
学
」
創
設
の
一

年
前
か
ら
事
務
室
で
働
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
前
回
の
座
談
会
で
述
べ
ら
れ
た
研

究
所
設
立
の
前
段
階
に
あ
た
る
部
分
を
思
い
返
し
て
み
ま
し
た
。

　

女
歴
研
の
創
設
は
一
九
九
二
年
で
す
が
、
そ
の
二
〇
年
ほ
ど
前
に
、
京
都
に
広

く
女
性
の
問
題
を
考
え
る
「
婦
人
問
題
研
究
会
」（
ま
だ
「
女
性
学
」
と
い
う
言
葉
は

な
か
っ
た
）が
で
き
て
、
私
は
そ
こ
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
活
動
が
、
女
歴

研
創
設
と
そ
の
後
の
三
〇
年
の
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
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少
し
補
足
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。

　

な
ぜ
橘
女
子
大
が
で
き
た
の
か
と
い
う
お
話
は
前
回
も
出
て
い
ま
し
た
が
、
思

い
返
し
ま
す
と
、
京
都
産
業
大
学
が
一
九
六
五
年
に
設
立
さ
れ
る
な
ど
大
学
の
新

設
ラ
ッ
シ
ュ
が
あ
り
、
そ
の
最
後
に
本
学
が
で
き
て
、
京
都
の
四
年
制
女
子
大
学

は
五
つ
に
な
り
ま
し
た
。
本
学
開
設
当
時（
一
九
六
七
年
）、
京
都
女
子
大
学
、
同

志
社
女
子
大
学
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
、
光
華
女
子
大
学
が
あ
っ
て
、
そ
こ

に
本
学
が
加
わ
っ
た
の
で
す
が
、
歴
史
の
古
い
京
都
女
子
大
学
や
同
志
社
女
子
大

学
に
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
よ
う
な
研
究
機
関
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
本
学
が

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
を
作
り
、
以
来
三
〇
年
間
に
わ
た
り
活
発
に
活
動
を
続
け

て
き
た
意
義
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

新
し
い
女
子
大
学
の
中
身
を
ど
う
充
実
さ
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
座

談
会
で
田
端
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
開
設
時
に
つ
く
ら
れ
た
プ
ラ
ン
が
、
い
ま
に
至
る
橘
の
運
命
を
決
定
し
た
と

思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
当
時
は
女
子
大
を
新
設
す
る
に
し
て
も
、
従
来

の
良
妻
賢
母
型
の
教
育
を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
理
念
を

打
ち
出
す
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
本
学
が
掲
げ
た
の

は
、
新
し
い
教
学
理
念
と
な
る
女
性
の
自
立
を
め
ざ
す
も
の
で
、
こ
れ
が
決
定
打

と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

伝
統
的
な
女
子
教
育
と
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
理
事
会
が
高
田
三

郎
先
生（
初
代
学
長
）を
全
面
的
に
信
頼
し
て
任
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
女
性
の
自

立
」
を
め
ざ
す
た
め
の
構
想
を
練
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
結
果
、

名
誉
教
授
級
の
男
性
の
教
員
と
、
か
た
や
若
い
女
性
の
教
員
と
い
う
構
成
に
な
り

ま
し
た
。

　

当
時
は
ま
だ
世
間
で
は
、
女
性
は
男
性
の
補
助
と
し
て
見
る
と
い
う
考
え
方
が

一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
新
た
な
構
想
に
よ
る
大
学
が
発
足
す
る
と
、
ご
高
齢

の
先
生
方
は
抵
抗
な
く
、
新
し
い
女
子
教
育
を
ど
ん
ど
ん
や
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気

が
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
不
思
議
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
の
解
釈
で
は
、
実
際

に
脇
田
晴
子
先
生（
当
時
、
本
学
歴
史
学
科
助
教
授
）を
は
じ
め
と
し
た
若
手
の
女
性

の
先
生
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て
み
た
ら
、
何
ら
文
句
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

女
性
教
員
の
出
産
休
暇
の
問
題
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
応
し
て
仕
事
の

鎌田　明子（かまだ　あきこ）
京都橘大学名誉教授。
立命館大学大学院文学研究科英米文学専攻修士課程。文学修士。
専門：英米文学、ジェンダー学。
研究課題：「D.H. ロレンス研究」「T. モリスン研究」「文学と女性学」
主な業績：『ロレンス研究―「恋する女たち」―』（共著）（朝日出版社、1979年）、『ロ
レンス研究―『チャタレー卿夫人の恋人』―』（共著）（朝日出版社、1998年）、『性と
生殖の女性学』（世界思想社、2006年）、『〈悪女〉の文化誌』（共著）（京都橘大学女性
歴史文化研究所叢書、晃洋書房、2005年）、『母と娘の歴史文化学―再生産される性』
（共著）（京都橘大学女性歴史文化研究所叢書、白地社、2009年）、『ロレンス書簡集』
（Ⅰ～Ⅹ巻）（共同翻訳）（松柏社、2005～2022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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形
態
も
変
え
て
い
く
と
い
う
場
面
に
直
面
し
た
か
ら
、
柔
軟
に
考
え
方
を
変
え
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
男
性
の
先
生
方
は
、
最

初
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
方
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

高
田
先
生
の
奥
様
で
あ
る
峯
尾
先
生
は
同
志
社
女
子
大
学
の
教
授
で
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
留
学
中
に
高
田
先
生
と
出
会
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
峯
尾

先
生
は
英
文
学
の
研
究
者
と
し
て
橘
に
も
非
常
勤
講
師
と
し
て
来
ら
れ
て
い
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。
高
田
先
生
は
奥
様
を
通
じ
て
、
女
性
も
男
性
も
対
等
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
身
近
に
実
感
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
あ
の

よ
う
な
構
想
プ
ラ
ン
を
練
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若
い
女
性
も
ど
ん
ど

ん
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
女
子
大
が
誕
生
し
た

の
は
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

会
議
が
長
引
く
と
、
携
帯
電
話
な
ど
な
い
時
代
で
す
か
ら
、
脇
田
先
生
が
学
長

室
か
ら
家
に
「
帰
り
が
遅
く
な
る
」
と
い
う
電
話
を
さ
れ
る
の
で
す
が
、「
ち
ょ
っ

と
修お

さ
むを
呼
ん
で
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
高
田
先
生
と
の
会

話
で
「
修
が
ね
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
時
、
高
田

先
生
が
私
に
、「
僕
ね
、
驚
い
た
よ
。
修
さ
ん
と
い
う
の
は
、
ご
主
人
だ
そ
う
で

す
ね
。
息
子
さ
ん
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
た
よ
」
と（
笑
）。

　

女
性
が
働
く
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
実
態
が
学
内
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

「
自
立
し
た
女
性
の
育
成
」
と
い
う
建
学
の
精
神
を
実
証
す
る
女
子
教
育
を
す
る

に
は
、
女
性
が
き
ち
ん
と
働
け
る
体
制
が
必
要
だ
と
い
う
、
い
わ
ば
理
想
形
の
追

求
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
七
〇
年
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
脇
田
先
生
か
ら
「
今
度
、
京
都

で
婦
人
問
題
研
究
会
を
発
足
さ
せ
る
か
ら
参
加
し
た
ら
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
ま

し
た（
婦
人
問
題
研
究
会
＝
一
九
七
〇
年
四
月
発
足
。
会
誌
の
「
婦
人
問
題
研
究
」
は
橘
女

子
大
学
で
発
行
さ
れ
て
い
た
）。
そ
れ
で
、
第
一
回
例
会
に
出
席
し
た
の
で
す
が
、

メ
ン
バ
ー
は
寿
岳
章
子
先
生
、
脇
田
晴
子
先
生
、
清
水
好
子
先
生
、
西
川
祐
子
先

生
、
荒
井
と
み
よ
先
生
、
筧
久
美
子
先
生
、
田
端
泰
子
先
生
な
ど
新
進
気
鋭
の
顔

ぶ
れ
で
、「
少
々
お
静
か
に
」
と
言
わ
れ
て
も
し
ゃ
べ
る
方
々
が
参
集
し
た
も
の

で
す
か
ら
、
す
ご
い
迫
力
で
し
た
。
寿
岳
先
生
た
ち
は
、
京
都
大
学
の
入
学
試
験

を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
の
人
た
ち
で
す
。
国
立
大
学
で
初
め
て
女
子
を
受
け

入
れ
た
の
は
現
在
の
東
北
大
学
で
し
た
が
、
そ
こ
に
進
学
さ
れ
た
人
た
ち
は
「
日

本
の
女
性
に
生
ま
れ
た
か
ら
、
こ
ん
な
差
別
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育

の
場
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
こ
ん
な
に
問
題
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
」
と
問
題
提
起
を

す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
専
門
以
外
の
研
究
者
た
ち
と
交
流
し
て
、
そ
う

い
う
問
題
に
関
心
の
あ
る
一
般
の
人
た
ち
も
集
ま
っ
て
「
婦
人
問
題
研
究
会
」
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
第
一
回
例
会
の
と
き
の
熱
気
は
、
い
ま
で
も
よ
く
覚
え

写真 1 �　婦人問題研究会会誌「婦人問題
研究」第1号（1970年 6月20日発行）
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て
い
ま
す
。

　

名
古
屋
か
ら
来
ら
れ
た
田
中
美
智
子
さ
ん
と
い
う
方
が
、「
さ
す
が
京
都
と
い

う
土
壌
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
も
の
」
と
す
ご
く
感
激
し
て
、

「
政
治
の
場
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
進
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
熱
く
語
ら
れ
た
の

が
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
確
か
、
の
ち
に
国
会
議
員
に
な
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
「
婦
人
問
題
研
究
会
」
か
ら
始
ま
り
、
後
に
女
性
学
か
ら
ジ
ェ
ン

ダ
ー
学
と
い
う
一
連
の
学
問
に
興
味
を
持
っ
て
、
専
門
の
英
米
文
学
と
の
絡
み
の

中
で
ゼ
ミ
な
ど
を
持
ち
、
退
職
後
も
一
〇
年
間
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
や
は

り
、
こ
の
よ
う
な
橘
で
の
教
育
の
場
で
培
わ
れ
た
も
の
と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
開
設
三
〇
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企

画
す
る
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。
当
時
の
運
営
委
員
も
、
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
、「
い
ま
、
ど
ん
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で

私
も
幅
広
く
勉
強
で
き
た
し
、
ま
た
、
衝
撃
を
受
け
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
あ
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
研
究
所
が
三
〇
年
間
ず
っ
と
検
討
し
た
り
、
問
題
視
し

て
研
究
し
て
き
た
こ
と
が
、
現
実
に
少
し
で
も
解
決
さ
れ
た
り
前
進
し
て
い
る
か

と
言
え
ば
、
依
然
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
状
況
で
す
。
表
面
的
に
は
以
前
の
よ
う

な
ひ
ど
い
差
別
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
て
も
、
実
際
は
も
っ
と
複
雑
な

か
た
ち
で
日
本
社
会
に
深
く
根
を
張
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
は
び
こ
る
よ
う
に
、
社
会
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な

る
よ
う
な
事
態
が
起
き
た
と
き
、
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
社
会
構
造
の
問
題
点

が
暴
露
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
女
性
へ
の
打
撃
が
顕
著
で
あ
る
現
状
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
を
他
人
事
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
り
、「
そ
の
う
ち
変
わ
る
だ
ろ

う
」
と
い
う
視
点
で
と
ら
え
て
は
だ
め
で
、
や
は
り
研
究
所
は
、
そ
う
い
う
問
題

を
ど
ん
ど
ん
取
り
上
げ
て
、
そ
の
原
因
究
明
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し

た
り
、
紀
要
や
広
報
誌
に
発
表
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
社
会
に
向

か
っ
て
窓
を
開
く
こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
も
研
究
所
の
重
大
な
責
務
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
専
門
的
な
学
問
の
深
掘
り
も
絶
対
に
必
要
で
す
が
、
研
究
所
本
来
の
役

割
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓ま

ん

延え
ん

す
る
と
い
う
異
常
事
態
に
陥
っ
た
と
き
に
、
な

ぜ
自
殺
す
る
女
性
が
多
い
の
か
。
日
本
社
会
の
ど
こ
に
原
因
が
あ
る
の
か
。
ち
な

み
に
東
海
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
所
が
コ
ロ
ナ
以
前
に
出
し
た
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

LIBRA

（
№
60　

二
〇
一
七
．
七
月
）に
、
窪
田
由
紀
さ
ん（
当
時
、
名
古
屋
大
学
大
学

院
教
授
）が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
自
死
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
日
本
に
お
け
る
自

殺
と
い
う
行
為
の
男
女
の
違
い
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
社
会

の
重
要
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
が
、
二
一
世
紀
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状

況
下
に
、
か
な
り
の
数
の
女
性
が
何
ら
か
の
理
由
で
自
死
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ

こ
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
と
何
が
見
え
て
く
る
か
と
い
う
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
く
と
か
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
で
検
討
す
べ
き
問
題
は
山
ほ
ど
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

本
学
の
設
置
は
一
九
六
五
年
に
決
定
さ
れ
、
六
七（
昭
和
四
二
）年
に
認
可
を
受

け
、「
高
雅
に
そ
し
て
真
実
に
」、「
自
立
し
た
女
性
の
育
成
」
を
理
念
と
し
て
出

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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発
し
ま
し
た
。
本
学
が
女
子
大
と
し
て
開
学
し
た
背
景
に
は
、
戦
後
の
日
本
で
大

学
は
官
立
が
一
九
、
公
立
が
二
、
私
立
が
二
七
あ
っ
た
中
で
、
学
生
数
は
男
子
約

八
万
人
に
対
し
て
女
子
は
た
っ
た
二
〇
六
人
に
す
ぎ
ず
、
比
率
に
直
す
と
女
子
は

男
子
の
四
〇
〇
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
女
子
に
対
す
る

大
学
教
育
の
必
要
性
が
、
戦
後
日
本
で
は
急
務
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
Ｇ
Ｈ

Ｑ
の
指
導
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
「
女
子
教
育
刷
新
要
項
」
で
も
「
ユ
ニ
バ
ー
シ

テ
ィ
は
、
知
的
自
由
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
学
問
研
究
、
す
ぐ
れ
た
市
民
形
成
の

た
め
の
一
般
教
養
研
究
、
そ
れ
に
専
門
職
業
教
育
の
三
つ
の
社
会
的
機
能
を
、
で

き
る
だ
け
平
等
に（w
ith�equal�concern

）果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
戦
後
日
本
の
社
会
に
お
け
る
喫き

つ

緊き
ん

の
課
題
は
、
女
性
に
選
挙

権
を
与
え
て
参
政
権
を
承
認
す
る
こ
と
と
、
女
性
に
対
す
る
高
等
教
育
を
受
け
る

権
利
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。（
田
端
泰
子
「
日
本
に
お

け
る
高
等
教
育
の
変
遷
と
男
女
共
学
の
理
念
」
／
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
第
一
三
号
、

二
〇
〇
五
年
よ
り
）

　

私
は
本
学
創
立
三
年
目
か
ら
着
任
し
ま
し
た
が
、
鎌
田
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う

に
、
年
齢
の
高
い
名
誉
教
授
級
の
先
生
と
若
い
女
性
の
助
教
授
・
講
師
集
団
と
で

教
授
会
が
開
か
れ
、
創
立
時
は
週
に
一
回
ぐ
ら
い
開
か
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

唯
物
論
や
仏
教
哲
学
な
ど
を
専
門
と
す
る
話
の
長
い
先
生
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

本
質
的
な
も
の
す
ご
い
議
論
が
ず
っ
と
続
い
て
い
て
、
夜
中
の
一
一
時
、
一
二
時

に
な
る
の
で
す
。
も
う
バ
ス
も
な
い
し
、
教
授
会
の
あ
る
日
は
泣
き
た
い
よ
う
な

状
況
で
し
た
。
夫
に
早
く
帰
っ
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
。
若
い
我
々
は
翌
日
も
授
業
が
あ
る
し
…
。

　

で
も
、
そ
れ
を
ず
っ
と
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
さ
が
本
学
の
特
質

で
す
ね
。
女
性
の
働
き
方
に
関
し
て
も
、
若
手
の
改
革
進
言
に
対
し
、
納
得
し
て

付
き
合
っ
て
く
れ
た
年
配
の
先
生
方
は
偉
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。
他
の
大
学
で

は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
初
期
の
卒
業
生
は
、
あ
ん
な
偉
い
先
生
方

に
教
え
て
も
ら
っ
て
幸
せ
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

非
常
に
柔
軟
な
考
え
方
を
許
す
雰
囲
気
と
学
風
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

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）、『足利義政と日野富子�夫婦で担った室町将軍家』（山川
出版社、2011年）、『歴史のなかの女性の人権』（世界人権問題研究センター、2012年）、
『室町将軍の御台所�日野康子・重子・富子』（吉川弘文館、2018年）、『日野富子�政道
の事、輔佐の力を合をこなひ給はん事』（ミネルヴァ書房、2021年）など。

6



【
田
端
】

　

最
初
の
頃
の
苦
難
の
時
期
を
越
え
て
、
私
た
ち
が
年
齢
で
上
の
方
に
な
る
と
教

授
会
は
月
一
回
か
、
多
く
て
二
回
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。
以
前
は
教
授
会
だ
っ

た
日
が
空
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
日
に
女
歴
研
の
運
営
委
員
会
を
開
い
た

の
で
、
い
ろ
ん
な
専
門
の
方
が
必
ず
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
研
究
所
を
運

営
し
て
い
く
う
え
で
も
の
す
ご
く
大
き
な
力
に
な
り
ま
し
た
。

　

運
営
委
員
会
で
は
い
ろ
い
ろ
雑
談
を
す
る
わ
け
で
す
。
私
に
と
っ
て
女
性
の
置

か
れ
て
い
る
現
状
や
西
洋
女
性
史
や
現
代
の
女
性
問
題
な
ど
は
知
ら
な
い
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
、
雑
談
で
話
が
盛
り
上
が
っ
て
、「
今
度
は
こ
の
人
の
話
を
聴
き

た
い
」「
今
度
は
こ
の
人
を
呼
び
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
次
か
ら
次
に
持
ち
出
さ

れ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
以
前
は
女
歴
研
に
集

う
先
生
方
だ
け
で
な
く
、
職
員
の
方
も
一
緒
に
自
由
な
議
論
を
し
よ
う
と
張
り

切
っ
て
い
た
の
で
、
活
発
で
深
い
話
し
合
い
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
フ
ラ
ン
ク
に
話
が
で
き
る
運
営
会
議
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
女
歴
研
を

存
続
さ
せ
た
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
、
今

回
の
座
談
会
の
初
め
に
出
て
き
た
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る

教
授
会
の
メ
ン
バ
ー
と
、
教
員
も
職
員
も
女
性
が
多
か
っ
た
し
、
仕
事
も
チ
ャ
キ

チ
ャ
キ
や
っ
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
た
の
で
、
会
議
で
は
「
じ
ゃ
学
部
の

学
生
は
ど
ん
な
反
応
な
の
？
」
と
い
う
こ
と
も
聞
け
ま
し
た
。
運
営
委
員
会
の
日

常
的
な
議
論
が
、
女
歴
研
を
支
え
た
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

女
性
教
員
の
出
産
も
次
々
と
あ
っ
て
、
た
ぶ
ん
そ
こ
は
お
互
い
の
申
し
合
わ
せ

で
、「
私
は
こ
こ
の
授
業
は
休
む
け
れ
ど
も
、
復
帰
し
た
ら
こ
こ
を
頑
張
る
」
と

か
、
ま
た
、
実
際
そ
う
い
う
融
通
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本

の
一
般
社
会
に
あ
る
「
産
休
は
会
社
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
、
負
の
要
素
で

あ
る
」
と
い
う
発
想
を
変
え
な
い
と
い
け
な
い
。
い
ま
だ
に
「
女
性
は
産
休
み
た

い
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
あ
る
か
ら
、
な
る
べ
く
専
任
で
は
採
用
し
な
い
」
と
い
う

よ
う
な
考
え
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
一
九
七
〇
年
ご
ろ
の
橘
女
子
大
学
に
お
い
て
、

高
齢
の
男
性
教
員
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
「
こ
れ
は
当
然
の
出
来
事

で
あ
っ
て
、
き
ち
ん
と
プ
ラ
ス
面
を
見
て
、
で
き
な
い
の
で
は
な
く
『
こ
う
し
よ

う
』
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
実
践
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

私
は
推
測
し
て
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

大
学
設
立
当
初
は
教
授
会
が
紛
糾
し
ま
し
た
。
大
学
を
ど
の
よ
う
な
方
針
で
運

営
す
る
か
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
原
則
論
か
ら
必
ず
反
対
演
説
を

す
る
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
で
も
、
原
則
論
か
ら
展
開
さ
れ
る
の
で
聞
き
流

す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
必
ず
反
論
す
る
こ
と
も
必
要
で
、
教
授
会
は
長
く
な
っ
た

の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
も
限
度
が
あ
る
の
で
、
四
年
目
く
ら
い
か
ら
、
議
事
運
営

を
ス
ム
ー
ズ
に
し
て
早
く
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
議
長
を
決
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
選
挙
が
行
わ
れ
、
選
ば
れ
た
三
人
の
議
長
は
全
員
女
性
で
し
た
。
こ
れ
で

教
授
会
は
五
時
ご
ろ
に
は
終
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

【
鎌
田
】

　

そ
れ
は
当
然
で
す
ね
。
男
性
は
自
分
の
た
め
に
な
ら
十
分
時
間
を
費
や
し
て
い

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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い
と
い
う
発
想
で
す
が
、
女
性
は
家
庭
に
帰
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
し
、
専
門
分
野
の
研
究
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
、
時
間
的
に

追
い
つ
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
。

【
増
渕
】

　

そ
う
い
う
状
況
は
い
ま
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
昔
は
「
家

事
は
女
性
が
や
っ
て
当
た
り
前
だ
」
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
若
い
人
は

だ
ん
だ
ん
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
も
保
育
園
の
お
迎
え
は
お
母

さ
ん
が
中
心
と
い
う
状
況
が
か
な
り
の
割
合
で
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
昔
は
も
っ

と
大
変
で
し
た
で
し
ょ
う
ね
。

　

さ
て
、
志
賀
先
生
は
第
三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
「
西
欧
女
性
史
研
究
」
を
テ
ー
マ

に
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
第
三
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
き
っ

か
け
、
あ
る
い
は
そ
の
頃
の
流
れ
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う

か
。

【
志
賀
】

　

私
の
場
合
は
、
大
学
に
共
同
研
究
費
制
度
が
で
き
た
と
き
に
、
杉
村
先
生
と
二

人
で
「
フ
ラ
ン
ス
関
係
の
歴
史
の
勉
強
会
を
し
よ
う
か
」
と
い
う
話
か
ら
始
ま
っ

た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
何
を
し
よ
う
か
と
言
っ
て
い
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
史
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
女
性
史
は
可
能
か
？
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
録
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
と
き
に
、
た
ま
た
ま
縁
の
あ
っ
た
藤
原
書
店
か
ら
「
こ
れ（『
女
性
史
は
可
能
か
』

ミ
シ
ェ
ル
・
ペ
ロ
ー
編　

藤
原
書
店
、
一
九
九
二
年
）を
訳
し
て
み
な
い
か
」
と
い
う

話
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
研
究
会
を
つ
く
っ
て
集
団
で
翻
訳
を
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
分
担
し
て
訳
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
て
、
主

宰
者
で
あ
る
専
任
の
私
と
杉
村
先
生
が
原
稿
を
全
部
見
て
、
全
部
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

そ
れ
を
ま
た
本
人
に
送
り
返
し
て
、
再
度
本
人
が
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
を
最
終
的

に
活
字
に
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、『
女
性
史
は
可
能
か
？
』
と
い
う
本
が
藤
原
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

そ
こ
が
始
ま
り
な
の
で
す
。

志賀　亮一（しが　りょういち）
京都橘大学名誉教授。
東京都立大学大学院人文科学研究科仏文専攻博士課程。文学修士。
専門：現代フランス文学、ヨーロッパ・アメリカ女性文化史。
研究課題：「ヨーロッパ・アメリカ女性史と歴史学の方法論（女性史、性別役割、ジェ
ンダー）」
主な業績：『現代文学理論を学ぶ人のために』（共著）（世界思想社、1994年）、『女性史
は可能か』（ミシェル・ペロー編）（共訳）（藤原書店、1992年）、『女のイマージュ―図
像が語る女の歴史』（共訳）（藤原書店、1994年）、『女の歴史Ⅰ～Ⅴ』（G・デュビイ　
Ｍ・ペロー編）（監訳）（藤原書店、1994～2001年）など。
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そ
の
後
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
の
頃
に
、
私
の
と

こ
ろ
に
藤
原
書
店
か
ら
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
す
ご
い
女
性
史
の
本
が
出
た
。

そ
の
版
権
を
取
っ
た
の
で
当
社
で
出
版
し
た
い
が
、
全
部
出
す
と
我
が
社
は
つ
ぶ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
全
五
巻
を
二
巻
く
ら
い
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
に
し
て
出

し
た
い
。
つ
い
て
は
、
全
五
巻
の
目
次
の
コ
ピ
ー
を
送
る
の
で
、
目
次
だ
け
全
部

訳
し
て
く
れ
」
と
い
う
よ
う
な
依
頼
が
来
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
が
、
一
カ
月
く
ら

い
か
け
て
目
次
だ
け
を
訳
し
た
も
の
を
藤
原
書
店
に
送
っ
た
ら
、
電
話
が
か
か
っ

て
来
て
、「
社
運
を
か
け
て
全
部
訳
す
こ
と
に
決
め
ま
し
た
」
と（
笑
）。

　

二
、〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
ら
、「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。

杉
村
先
生
に
も
相
談
し
な
く
ち
ゃ
」
と
言
い
訳
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
藤
原
書
店

の
社
長
は
「
い
や
、
杉
村
先
生
に
は
快
諾
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
こ

と
で
、
引
く
に
引
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
一
瞬
、
ハ
メ
ら
れ
た
と

い
う
気
も
し
た
の
で
す
が
、
全
部
訳
す
の
は
い
い
こ
と
で
す
か
ら
、「
で
は
、
や

り
ま
し
ょ
う
」
と
。

　

こ
の
出
来
事
と
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
発
足
の
時
期
が
ほ
ぼ
重
な
っ
た
の
で
、

「
そ
れ
な
ら
、
こ
れ
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
、
連
絡
調
整
等
も
研

究
所
の
職
員
の
方
々
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら
進
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」

と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
の
で
す
。

【
田
端
】

　

研
究
所
の
成
果
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
せ
よ
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀
要
に
せ

よ
、
大
学
の
紀
要
と
は
少
し
違
い
ま
す
。
女
性
史
・
女
性
学
研
究
を
目
的
と
し
た

大
学
の
本
質
を
外
に
向
か
っ
て
発
信
し
、
表
明
す
る
媒
体
だ
か
ら
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
紀
要
も
、
ぜ
ひ
今
後
も
続
け
て
も
ら
い
た
い
け
れ
ど

も
、
い
ま
は
、
設
立
の
頃
の
熱
気
あ
ふ
れ
る
時
期
と
は
違
い
ま
す
。
学
部
も
増
え

て
い
る
の
で
、
今
後
は
、
学
内
に
い
る
方
が
主
体
に
な
っ
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
す

る
か
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

　

い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
設
立
の
と
き
、
歴
史
学
で
研

究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
が
「
女
性
史
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
世
の

将
軍
家
の
話
は
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
御
台
所
の
話
や
一
般
の
女
性
の
話
は

出
て
こ
な
い
。
女
性
商
人
も
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
そ
う
い
う
研
究
は
ほ
と
ん
ど

や
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
か
ら
、
女
性
史
は
歴
史
学
研
究
の
盲

点
で
あ
り
、
弱
点
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
分
野
が
女
性
史
だ
っ
た

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
当
然
、
こ
れ
か
ら
も
研
究
が
進
ん
で
い
い
分
野
だ
と

思
い
ま
す
。
社
会
的
な
要
求
に
し
て
も
、
女
性
の
地
位
は
、
現
代
社
会
で
は
少
し

は
良
く
な
っ
た
と
は
言
え
、
ま
だ
ま
だ
男
女
平
等
に
達
し
て
い
な
い
分
野
が
多
い
。

男
女
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
も
だ
い
ぶ
前
か
ら
と
な
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
分
野
が
多
く
、
女
性
の
仕
事
は
補
助
的
作
業
だ
と
見
な
さ

れ
て
い
る
部
分
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
分
野
で
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
な
ら
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
に
す
べ
き

だ
と
思
う
し
、
非
常
勤
や
時
間
給
で
働
い
て
い
る
人
た
ち
は
圧
倒
的
に
女
性
が
多

い
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
女
性
問
題
は
社
会
問
題
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
部
分
の
理
論
的
な
背
景
と
し
て
研
究
所
が
あ
る
わ
け
で
、
今
後
も
追

究
し
て
い
く
べ
き
課
題
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
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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【
鎌
田
】

　

い
ま
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
い
ま
現
実
に
直
面
し
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
、
こ
れ

か
ら
も
問
題
解
決
の
た
め
に
研
究
し
て
、
社
会
に
対
し
て
問
題
提
起
し
て
い
く
べ

き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
経
済
が
繁
栄
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

社
会
が
不
安
定
に
な
る
と
、
割
り
を
食
う
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

社
会
的
激
震
が
生
じ
た
ら
、
非
正
規
雇
用
な
ど
の
弱
者
が
真
っ
先
に
切
り
捨
て
ら

ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
月
の
給
料
さ
え
入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
現
実
に
向
き
合
っ

て
い
る
女
性
が
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。

　

い
ま
ふ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
本
学
の
学
生
が
そ
う
い
う
問
題
を
学
習
す

る
科
目
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
と
い
う
名
前
が
出
始
め
た
頃
、

私
は
女
性
問
題
と
し
て
教
科
を
い
く
つ
か
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う

い
う
も
の
も
大
学
生
に
必
要
な
科
目
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
社
会
に
い
き
な
り

出
た
ら
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
て
戸
惑
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
だ
ろ
う
し
、

い
ま
の
時
代
は
な
お
さ
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
増
渕
】

　

こ
れ
は
私
の
反
省
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
女
歴
研
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
見
て
も
、
昔
の
ほ
う
が
、
外
国
の
話
を
聞
く
機
会
な
ど
が
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
小
野
和
子
先
生（
当
時
、
歴
史
学
科
教
授
。
女
性
歴
史
文
化
研

究
所
第
二
代
所
長
）が
お
ら
れ
る
と
き
に
は
中
国
の
女
性
の
問
題
を
扱
っ
た
り
、
外

国
の
女
性
史
研
究
者
を
招
い
て
話
を
聞
い
た
り
し
ま
し
た
。
い
ま
は
松
浦
先
生
が

イ
ギ
リ
ス
の
女
性
史
で
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
ほ
う
が
視
野
の
広
い

活
動
を
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

授
業
で
も
植
木
壽
子
先
生（
当
時
、
歴
史
学
科
教
授
）に
女
性
問
題
を
扱
う
ゼ
ミ
を

開
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
授
業
時
間
の
設
定

も
け
っ
こ
う
柔
軟
に
、
そ
の
先
生
で
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
よ
う
な
時
間
を
設
定
し

て
み
た
り
、
あ
る
い
は
学
生
の
要
望
に
応
じ
て
女
性
に
関
わ
る
よ
う
な
科
目
を
設

定
し
て
み
た
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
柔
軟
性
は
昔
の
ほ
う
が
あ
っ
た
か
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

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。

10



【
田
端
】

　

講
義
科
目
に
「
現
代
社
会
と
女
性
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
「
一
般
教
養

ゼ
ミ
」
で
は
、
そ
の
先
生
の
得
意
と
し
て
い
る
分
野
で
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で

女
性
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
文
学
部
の
各
分
野
の
学
生
が
聴
い
て

く
れ
ま
し
た
ね
。
い
ま
私
が
担
当
し
て
い
る
講
義
「
日
本
女
性
史
特
講
」
は
、
歴

史
学
科
と
日
本
語
日
本
文
学
科
の
学
生
く
ら
い
し
か
受
講
生
が
い
な
い
の
で
、

「
昔
は
も
っ
と
多
様
な
学
生
が
授
業
を
受
け
て
い
た
の
に
」
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

【
増
渕
】

　

外
国
語
に
し
て
も
、
あ
の
頃
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
も
、
ド
イ
ツ
語
の
授
業
や

中
国
語
の
授
業
な
ど
も
あ
っ
て
、
複
数
の
外
国
語
を
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
先

生
た
ち
も
そ
の
言
葉
の
後
ろ
側
に
あ
る
何
か
を
プ
ラ
ス
し
て
教
え
て
く
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
点
で
は
、
女
子
学
生
に
教
え
る
そ
れ
な
り
の
教
養
の
幅
が
維
持
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

い
ま
の
ほ
う
が
逆
に
、
大
学
の
カ
ラ
ダ
は
大
き
く
な
っ
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
は
い
っ
ぱ
い
で
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ

は
果
た
し
て
橘
の
伝
統
を
生
か
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
い
う
の
は
、
私

自
身
の
反
省
も
含
め
て
あ
り
ま
す
ね
。

【
鎌
田
】

　
（
規
模
が
）大
き
く
な
っ
た
大
学
で
ど
う
い
う
教
育
を
し
て
、
ど
の
よ
う
な
学
生

を
育
て
る
の
か
。
広
い
視
点
に
立
っ
て
そ
れ
を
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
す
る
力
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

【
増
渕
】

　

活
動
の
中
心
と
な
る
文
学
部
を
み
る
と
、
女
性
教
員
も
実
は
減
っ
て
い
て
、
文

学
部
単
科
の
頃
の
ほ
う
が
女
性
教
員
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
女
子
教
育
か
ら
始

ま
っ
た
教
育
を
、
い
い
意
味
で
ど
の
よ
う
に
伝
統
化
し
て
い
く
の
か
、
橘
の
個
性

と
し
て
生
か
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
け
っ
し
て
胸
を
張
れ
る

よ
う
な
状
態
で
は
な
い
な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
ね
。

【
鎌
田
】

　

そ
の
問
題
は
大
き
い
で
す
よ
。
蒸
し
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
採
用
人
事
の
と
き

に
女
性
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
事
権
を
行
使
す
る
人

た
ち
が
い
ま
だ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
ら
、
そ
う
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
増
渕
】

　

女
性
労
働
を
軸
の
ひ
と
つ
に
し
て
経
済
的
な
分
析
を
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と

い
う
の
は
、
聞
い
て
み
た
い
気
が
し
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
子
育
て
は
、
時
間
を
取

ら
れ
る
点
だ
け
を
見
れ
ば
ハ
ン
デ
ィ
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
を
別
の
面
か

ら
見
る
と
、
子
育
て
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
経
済
的
利
益
も
ど
こ
か
に
あ

る
は
ず
で
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
か
ら
見
た
場
合
に
ど
ん
な
モ
デ
ル
が
構
築
で
き
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

本
学
も
女
子
大
学
の
こ
ろ
は
女
性
の
視
線
を
表
に
出
し
た
打
ち
出
し
を
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
初
め
て
複
数
学
部
に
し
た
の
は
文
化
政
策
学
部
を
作
っ
た
と
き

で
す
が
、
女
子
大
学
で
政
策
系
は
ま
だ
な
か
っ
た
か
ら
、
と
く
に
「
文
化
政
策
」

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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と
い
う
名
称
に
し
て
、
女
子
大
学
な
ら
で
は
の
特
色
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。

【
田
端
】

　

文
化
政
策
学
部
に
大
学
院
が
で
き
た
と
き
、
以
前
の
女
子
大
時
代
の
歴
史
学
科

の
卒
業
生
が
、
た
く
さ
ん
院
生
と
し
て
入
学
し
て
く
れ
た
の
も
、
新
し
い
分
野
で

の
学
問
・
研
究
を
求
め
て
大
学
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
た
た
め
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。

【
増
渕
】

　

共
学
に
な
っ
た
後
、
そ
の
歴
史
を
い
い
意
味
で
ど
う
踏
ま
え
て
い
く
か
と
い
う

と
き
に
、「
自
立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」
と
い
う
新
し
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は

つ
く
っ
た
け
れ
ど
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
成
は
ど
う
な
の
か
等
の
現
実
の
議
論

が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、「
こ
の
学
部
・
学
科
を
つ
く
る
か
ら
、
こ
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
の
が
先
に
立
っ
た
の
で
、
大
学
全
体

の
カ
ラ
ー
の
中
で
は
ピ
ン
ト
が
少
し
ボ
ケ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

【
志
賀
】

　

い
ま
考
え
る
と
、
広
い
意
味
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
教
育
や
研
究
の
一
角
と

し
て
残
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

【
増
渕
】

　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
特
に
社
会
科
学
で
経
済
や
経
営
を
考
え
た
と
き
に
、
橘
な

ら
で
は
の
、
女
性
に
視
点
を
据
え
た
よ
う
な
経
済
学
・
経
営
学
の
あ
る
部
分
を
勉

強
し
た
と
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
他
の
大
学
に
は
な
い
学
生
の
学
び
の
経
験
と
し
て

主
張
で
き
る
も
の
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
い
ま
考
え
る
と
、
残
念
な

気
が
し
ま
す
。

【
田
端
】

　

私
が
学
長
を
し
て
い
た
と
き
は
、
看
護
学
部
を
設
置
す
る
、
そ
れ
で
共
学
に
な

る
と
い
う
の
で
、
学
生
大
会
ま
で
開
い
て
、
夜
遅
く
ま
で
学
生
か
ら
の
質
問
に
答

え
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
そ
の
時
は
よ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
後

の
見
通
し
を
立
て
ず
に
、
目
標
だ
け
「
自
立
・
共
生
・
臨
床
の
知
」
と
い
う
の
を

つ
く
っ
て
、
安
心
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
男
子
学
生
を
主
と
し
た
学
部
構
成
の
新
学
部
が
た
く
さ
ん
で
き
て

い
る
か
ら
、
そ
の
時
々
で
教
学
理
念
を
練
り
直
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
時
代
に
合
っ
た
、
意
味
内
容
を
持
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
連

動
し
た
教
学
理
念
な
ど
に
つ
い
て
、
現
教
職
員
の
み
な
さ
ん
に
は
議
論
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

【
志
賀
】

　

あ
ら
ゆ
る
物
の
見
方
に
性
別
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
教
育
の
根
幹
に
据
え
て
、
そ
う
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
教
育
の
一
角
に
据
え
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
。
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な
ぜ
私
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、『
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
／
一
九
九
四
年
～
二
〇
〇
一
年
）を
訳
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
女
性

史
研
究
の
流
れ
を
簡
単
に
解
説
し
た
部
分
が
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
最
初
は
歴
史
に

女
性
が
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ま
ず
女
性
を
掘
り
起
こ
せ
と
い
う
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
一
つ
は
名
前
の
残
っ
て
い
る
女
性
を
も
っ
と
く
わ
し
く
研
究
す
る
こ
と

と
、
も
う
一
つ
は
名
も
な
い
女
性
た
ち
が
遺
し
た
記
録
を
発
掘
し
て
出
版
す
る
と

い
う
の
が
最
初
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
名
も
な
い
女
性
た
ち
の
日
記
な
ど
を
一
〇
〇
冊
く
ら
い
復
刻
し
た
時

期
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
だ
い
ぶ
進
ん
で
く
る
と
少
し
変
わ
っ
て
、『
女
の
歴
史
』、

原
タ
イ
ト
ル
『
西
洋
女
性
史（
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
・
デ
・
フ
ァ
ム
・
ア
ン
・
オ
ク
シ
ダ

ン
）』
は
、
要
す
る
に
女
性
に
関
す
る
言
説
の
歴
史
書
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
掘

り
起
こ
す
の
で
は
な
く
て
、
女
性
は
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
か
、
誰
が
女
性

像
を
つ
く
っ
た
か
、
と
い
う
ほ
う
に
移
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
一
定
の
成
果
を
出
し

て
ま
と
ま
っ
た
の
が
『
女
の
歴
史
』
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
要
す
る
に
男
と
女
と
い
う
分
け
方
、
特
に
古
い
時
代
は
男
性
が

「
女
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
。
男
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
も

の
が
、
そ
の
ま
ま
真
実
の
よ
う
に
ず
っ
と
受
け
取
ら
れ
て
き
て
今
日
に
至
っ
て
い

る
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
私
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
悪
女（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
フ
ァ

ム
・
フ
ァ
タ
ル
」）の
話
は
、
も
と
も
と
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
の
坊
さ
ん
や
神
学
者

た
ち
が
創
り
出
し
た
も
の
で
、
男
女
に
は
完
全
に
格
差
が
あ
っ
て
…
と
い
う
の
が

つ
な
が
っ
て
、
そ
れ
が
真
実
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
は
実
は
一
部
の

男
性
が
考
え
た
女
性
像
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
時
期
の

研
究
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
み
ん
な
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
性
差
が
、
実
は
創

ら
れ
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
授
業
が
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
で

複
数
あ
っ
て
も
い
い
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

【
田
端
】

　

そ
う
で
す
ね
。
現
代
社
会
に
生
き
て
い
る
学
生
を
教
育
す
る
の
だ
か
ら
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
は
「
文
化
的
・
社
会
的
性
差
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
の
中
で

つ
く
ら
れ
た
性
差
だ
か
ら
、
そ
れ
は
勉
強
し
な
い
と
正
し
い
知
識
が
得
ら
れ
ず
、

正
し
い
判
断
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
男
女
を
問
わ
ず
こ
の
社
会
の
中
で
は
ち
ゃ
ん

と
生
き
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

【
増
渕
】

　

教
養
科
目
群
の
中
に
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
テ
ー
マ
に
し
た
一
つ
の
枠
を
つ

く
っ
て
、
三
つ
ぐ
ら
い
の
科
目
を
配
置
し
て
、「
こ
の
枠
の
中
か
ら
、
せ
め
て
一

科
目
で
も
い
い
か
ら
取
り
な
さ
い
」
と
い
う
履
修
体
系
が
あ
っ
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、「
橘
ら
し
い
」
と
言
わ
れ
る
教
育
の
組
み
立
て
が
で

き
る
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
科
目
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
各
学
部
・
学
科
の
教
員
が

自
分
の
授
業
の
中
で
少
し
で
も
い
い
か
ら
、
そ
う
い
う
問
題
意
識
で
一
回
く
ら
い

授
業
を
組
み
立
て
て
く
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ま
た
だ
い
ぶ
違
う
の
か
な
と
い
う

気
も
し
ま
す
。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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【
志
賀
】

　

そ
れ
と
、
さ
っ
き
増
渕
先
生
の
発
言
に
少
し
引
っ
か
か
っ
た
の
で
す
が
、
女
性

の
先
生
が
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
研
究

す
る
男
性
の
研
究
者
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

　

「
女
性
史
の
問
題
は
、
女
性
の
問
題
で
は
な
く
て
実
は
男
性
の
問
題
で
も
あ
っ

て
、
男
性
の
中
に
性
差
を
研
究
す
る
人
が
増
え
な
い
と
学
問
自
体
が
絶
対
に
発
展

し
な
い
」
と
い
う
話
を
誰
に
聞
い
た
の
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
も
そ
う
だ

な
と
思
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

一
九
九
〇
年
代
に
伊
藤
公
雄
先
生（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）や
中
村
正
先
生（
立
命

館
大
学
教
授
）な
ど
が
「
男
性
学
」
を
講
ず
る
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
。
中
村
先
生
に

は
本
学
で
も
講
演
し
て
も
ら
っ
て（「
男
制
学
の
す
す
め
」
一
九
九
六
年
七
月
開
催
。

「〝
男
制
〟
と
は
、
オ
ス
と
生
ま
れ
た
生
物
が
男
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
、
制
度
が
つ
く
り

あ
げ
る
男
性
と
い
う
意
味
」「
ク
ロ
ノ
ス
」
Vol.
５
参
照
）、
と
て
も
新
鮮
な
話
題
だ
と
感

じ
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
男
性
学
と
言
う
と
男
の
人
は
聞
く
の
も
嫌
だ
と
い
う
ふ
う

に
、
プ
ラ
イ
ド
が
非
常
に
高
い
か
ら
自
分
が
責
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
限
界
が
あ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
二
一
世
紀
に
入
り
、
広
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら

の
新
た
な
学
問
的
研
究
が
進
展
し
ま
し
た
。

【
北
川
】

　

女
性
学
か
ら
一
時
期
、
男
性
学
に
広
が
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
対
象
の
幅
が
広
が
り
ま
し
た
ね
。

【
増
渕
】

　

幅
が
か
な
り
広
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
L
G
B
T
、
さ
ら
に
最
近
は
Ｑ
が
付
い
て

き
ま
し
た
。
そ
う
な
っ
て
き
て
、
逆
に
そ
れ
に
全
面
的
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
と
、

女
歴
研
で
は
ち
ょ
っ
と
力
不
足
だ
し
、
そ
こ
は
ま
ず
無
理
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

研
究
所
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

L
G
B
T
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
関
係
に
お
け
る
重
要
課
題
と
な
っ
て

い
る
そ
う
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
社
会
学
者
イ
レ
ー
ヌ
・
テ
リ
ー
が
書
い
た
『
フ
ラ

ン
ス
の
同
性
婚
と
親
子
関
係
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
結
婚
・
家
族
の
変
容
』（
明

石
書
店
／
二
〇
一
九
年
）や
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
ポ
ー
レ
ン
の
『
L
G
B
T
ヒ
ス
ト

リ
ー
ブ
ッ
ク　

絶
対
に
諦
め
な
か
っ
た
人
々
の
一
〇
〇
年
の
闘
い
』（
サ
ウ
ザ
ン

ブ
ッ
ク
ス
社
／
二
〇
一
九
年
）は
、
L
G
B
T
の
問
題
と
も
関
連
し
て
わ
た
し
た
ち

の
思
考
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
日
本
で
も
、
い
ま
の
価
値
判
断
で

は
早
晩
現
実
に
対
応
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

【
増
渕
】

　

女
歴
研
を
「
女
性
文
化
、
女
性
史
」
の
み
の
枠
に
は
め
込
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん

よ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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【
田
端
】

　

私
か
ら
す
れ
ば
、
女
性
史
だ
け
の
研
究
所
だ
っ
た
ら
、
も
の
す
ご
く
息
苦
し
い

と
思
う
の
で
す
。
卒
業
生
が
現
代
社
会
に
放
り
出
さ
れ
た
と
き
の
生
き
方
を
教
え

て
お
く
必
要
が
あ
り
、
学
生
は
真
剣
に
取
り
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
一
般

教
養
科
目
の
「
現
代
社
会
と
女
性
」
で
は
、
他
学
科
の
先
生
方
を
全
部
巻
き
込
ん

で
開
講
さ
れ
ま
し
た
、「
い
ま
歴
史
学
研
究
で
本
当
に
手
薄
な
と
こ
ろ
は
女
性
史

で
あ
る
。
他
分
野
で
も
そ
う
に
違
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
の
今
後
の
あ

り
方
を
議
論
す
る
際
に
は
必
ず
女
性
史
・
女
性
学
を
置
く
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
分
野
の
講
義
は
他
の
人
か
ら
聞
い
た
知
識
と

は
別
に
、
史
・
資
料
に
あ
た
っ
て
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
で
き
た
と
き
、
当
時
の
学
長
に
「
こ
れ
か

ら
研
究
所
に
も
図
書
館
と
は
別
に
、
い
つ
で
も
本
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
置
い
て

お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
お
願
い
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

私
は
も
と
も
と
、
女
性
だ
け
を
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間

全
体
を
と
ら
え
な
い
と
だ
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
出
発
の
時
点
で
、
大
学

の
特
色
と
し
て
「
女
性
史
・
女
性
文
化
」
を
据
え
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
問

題
点
を
拡
げ
た
の
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

【
志
賀
】

　

流
れ
と
し
て
は
、
そ
こ
が
突
破
口
と
な
っ
て
、『
女
の
歴
史
』
の
ペ
ロ
ー
先
生

な
ど
は
「
男
性
と
女
性
の
関
係
の
歴
史
だ
」
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
い
く
と
、
性
差
が
ど
の
よ
う
に
で
き
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
関
係
を
メ
イ
ン

に
据
え
た
研
究
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
辺
を
大
学
の
教
育
の

場
に
反
映
で
き
な
い
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

【
田
端
】

　

教
員
に
は
研
究
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
成
果
を
授
業
に
活
か
さ
な
け
れ
ば
意
味

が
な
い
と
い
う
考
え
方
が
必
要
で
す
。
で
は
何
を
研
究
し
た
ら
い
い
の
か
、
そ
れ

ぞ
れ
の
構
成
員
の
方
に
考
え
て
も
ら
っ
て
授
業
と
連
動
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
研
究

所
に
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
研
究
所
の
活
動
を
振
り
か
え
っ

て
み
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
多
様
だ
し
、
構
成
員
が
少
な
い
中
で
よ
く
こ
れ
だ

け
や
れ
た
な
あ
と
思
い
ま
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、
他
大
学
の
方
や
研
究
機
関
や

政
府
の
元
役
人
の
方
を
呼
ん
で
、
も
の
す
ご
く
多
様
に
や
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
女
性
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
で
は
か
な
り
の
成

果
も
あ
げ
て
き
て
お
り
、
社
会
的
評
価
も
得
て
い
る
の
だ
か
ら
、
研
究
内
容
に

合
っ
た
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
に
合
う
よ
う
に
、

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
と
い
う
名
称
を
変
更
し
て
も
ら
っ
て
も
い
い
。
け
れ
ど
も
、

初
期
女
歴
研
の
精
神
は
「
変
化
す
る
時
代
の
な
か
で
女
子
学
生
が
卒
業
し
た
ら
ど

う
い
う
生
き
方
を
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
て
話
し

て
い
た
だ
き
た
い
し
、
も
っ
と
く
わ
し
く
知
り
た
か
っ
た
ら
研
究
所
の
紀
要
も
読

ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
活
動
し
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
精
神
だ
け
は
忘
れ

な
い
で
い
て
も
ら
え
た
ら
あ
り
が
た
い
な
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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【
増
渕
】

　

歴
史
文
化
は
、「
歴
史
」
と
「
文
化
」
で
人
間
社
会
の
か
な
り
の
範
囲
を
カ

バ
ー
で
き
ま
す
の
で
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
何
を
対
象
に
し
て
も
い
い
と
い
う
意
味

で
は
す
ご
く
取
り
扱
い
や
す
い
名
称
な
の
で
、
使
い
勝
手
が
い
い
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
大
事
で

す
。
わ
か
り
や
す
さ
の
点
か
ら
も
名
称
を
将
来
ど
う
す
る
の
か
は
難
し
い
問
題
で

は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

た
だ
、
研
究
所
で
あ
る
以
上
は
、
研
究
紀
要
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
で
成
果
を

発
信
し
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
れ
が
な
い
と
そ
れ
こ
そ
「
何
し
て
る

の
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
や
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す

い
形
で
い
ろ
い
ろ
な
人
と
共
有
し
よ
う
と
い
う
点
で
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
効
果
的

な
方
法
で
、
実
際
に
固
定
的
な
フ
ァ
ン
が
か
な
り
つ
い
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
の

で
、
本
学
の
発
信
の
手
段
と
し
て
も
重
要
な
一
つ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
い
ま
『
ク
ロ
ノ
ス
』
の
よ
う
な
形
で
広
報
誌
を
発
刊
し
て
い
ま
す
が
、

外
部
機
関
に
送
っ
て
も
、「
う
ち
は
電
子
的
な
方
法
で
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
も
う
ご
送
付
は
け
っ
こ
う
で
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
だ
い
ぶ
増
え
て
き
ま

し
た
か
ら
、
手
段
も
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

た
だ
、
よ
り
く
だ
け
た
形
で
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
こ
と
や
話
題
な
ど
を

提
供
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、『
ク
ロ
ノ
ス
』
の
中
身
は
け
っ
こ
う
い
い
線
を

行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
媒
体
と
し
て
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
続
け
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
仕
事
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、
も
う
少
し
中

身
の
幅
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
学
部
・
学
科
の
方
に
ご
協
力

を
願
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
北
川
】

　

『
ク
ロ
ノ
ス
』
は
、
そ
の
時
代
ご
と
の
ト
ピ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
見
る
と
「
こ
の
当
時
は
こ
ん
な
こ
と
が
話
題
だ
っ
た
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
も
見
て
と
れ
る
し
、
海
外
の
情
報
な
ど
も
入
っ
て
い
た
り
、
日
本
史
、

世
界
史
、
日
文
な
ど
幅
広
い
テ
ー
マ
で
載
っ
て
い
て
、
読
み
や
す
く
ま
と
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
、『
ク
ロ
ノ
ス
』
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
が
、
知
っ
て

い
る
人
し
か
ア
ク
セ
ス
し
な
い
の
で
、
い
く
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
情
報
発
信
し

て
も
、
な
か
な
か
広
が
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

ウ
イ
ン
グ
ス
京
都
の
よ
う
な
女
性
セ
ン
タ
ー
や
図
書
館
な
ど
に
は
『
ク
ロ
ノ

写真 2 �　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46号を発刊している。
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ス
』
を
複
数
部
送
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
持
っ
て
い
っ
て
く
だ

さ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
特
に
い
ま
は
コ
ロ
ナ
の
た
め
、
配
架
を
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
る
の
で
、
一
般
の
方
々
へ
の
発
信
力
が
少
し
落
ち
て
い

る
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

【
鎌
田
】　

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
と
い
う
こ
と
で
は
、
私
が
い
ま
ま
で
参
加
し
た
中
で

よ
か
っ
た
と
思
う
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
田
中
貴
子
先
生（
当
時
、
京
都
精
華
大
学
助

教
授
）の
称
徳
天
皇
と
道
鏡
に
つ
い
て
の
衝
撃
的
な
内
容
の
講
演
が
あ
り
ま
す（
二

〇
〇
一
年
六
月
開
催
。「
日
本
に
お
け
る
「
悪
女
」
―
称
徳
天
皇
と
道
鏡
」）。
書
き
残
さ

れ
た
歴
史
の
資
・
史
料
を
基
に
田
中
先
生
が
明
快
な
見
解
を
展
開
さ
れ
て
、
と
に

か
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
第
七
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
文
学
に
見
る
『
悪

女
』
観
の
形
成
」
が
作
ら
れ
て
、
の
ち
に
『〈
悪
女
〉
の
文
化
誌
』（
晃
洋
書
房
／

二
〇
〇
五
年
）が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
、
西
洋
の
悪
女（
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
）は
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
る
の
か

と
い
う
テ
ー
マ
を
担
当
し
た
の
で
す
が
、
楽
し
く
書
き
上
げ
た
と
い
う
記
憶
が
あ

り
ま
す
。

【
志
賀
】

　

ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
い
う
有
名
な
悪
女
は
、
も
と
も
と
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
救
っ
た
英

雄
の
女
性
で
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
曲
解
さ
れ
て
、
女
の
魅
力
で
将
軍
を
引
っ
張
り

込
ん
で
首
を
斬
っ
た
と
い
う
悪
女
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
聖
書
を
読
む
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
。
英
雄
で
、
し
か
も

一
〇
〇
年
以
上
生
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
聖
書
で
一
〇
〇
年
以
上
生
き
る
と
い

う
の
は
、
要
す
る
に
偉
人
の
代
名
詞
み
た
い
な
も
の
で
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
悪
女

に
な
っ
て
い
く
…
。

【
鎌
田
】

　

世
間
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
仕
立
て
あ
げ
る
と
い
う
か
、
ま
さ
に
捏ね

つ

造ぞ
う

で
す
ね
。

【
増
渕
】

　

前
半
で
鎌
田
先
生
か
ら
課
題
の
よ
う
な
も
の
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
昔
は
運
営
委
員
会
に
各
学
科
か
ら
出
て
き
て
、
あ
る
い
は
事
務
の
人

も
加
わ
っ
て
、
日
常
的
に
い
ろ
ん
な
問
題
を
話
題
に
話
を
し
て
い
て
、
そ
の
何
人

か
で
共
通
の
話
題
に
で
き
そ
う
な
も
の
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
検

討
し
て
き
た
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
い
ま
の
女
歴
研
の
活
動
に
は
か
な
り

写真 3 �　『〈悪女〉の文化誌』（京都橘
大学女性歴史文化研究所叢書／鈴
木紀子・林久美子・野村幸一郎編
著／晃洋書房／2005年）

第 7プロジェクト「文学に見る『悪女』観の形
成」の研究成果として刊行された。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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課
題
が
多
い
と
お
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
は
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
は
、
文
学
部
中
心
に
や
っ
て
お

り
、
歴
史
、
日
語
日
文
、
歴
史
遺
産
、
児
童
教
育
の
四
学
科
か
ら
委
員
に
出
て
き

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

【
志
賀
】

　

運
営
委
員
を
出
す
核
は
歴
史
系
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
全
学
部
か
ら
出
す
と

数
が
多
す
ぎ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
輪
番
で
必
ず
他
学
部
か
ら
一
人
は
出
す
と
。
任

期
は
二
年
ぐ
ら
い
で
、
大
学
全
体
で
必
ず
他
学
部
か
ら
一
人
出
す
と
い
う
組
織
に

し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。

【
北
川
】

　

現
在
は
規
程
上
、
運
営
委
員
は
所
長
任
命
の
五
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ど
の

学
科
か
ら
で
も
委
員
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
、
女
歴
研
は
、
文
学
部
附
置
で
は
な
く
大
学
附
置
の
研
究
所
な
の
で
、
本

当
は
全
学
部
の
教
員
が
対
象
で
す
が
、
そ
の
意
識
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。

【
志
賀
】

　

意
識
が
そ
れ
な
ら
、
先
に
制
度
を
つ
く
っ
て
、
無
理
に
追
い
込
ん
で
し
ま
わ
な

い
と
で
き
な
い
。
一
学
部
で
も
二
学
部
で
も
い
い
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
代
表
を
出
せ

と
い
う
制
度
に
し
た
ら
い
い
。

【
増
渕
】

　

女
歴
研
の
活
動
が
展
開
し
や
す
い
の
は
、
核
に
な
る
学
部
が
明
確
だ
か
ら
で
す
。

研
究
所
開
設
当
時
の
三
学
科（
英
語
英
文
・
国
文
・
歴
史
）の
う
ち
の
二
学
科
は
文
学

部
に
残
っ
て
い
ま
す
し
、
文
化
財（
現
・
歴
史
遺
産
）学
科
も
そ
の
流
れ
の
中
で
関

わ
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
現
在
の
文
学
部
三
学
科（
日
本
語
日
本
文
学
・
歴
史
・
歴
史

遺
産
）が
中
心
に
な
る
の
は
流
れ
と
し
て
必
然
で
す
し
、
教
員
も
そ
う
い
う
意
識

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
運
営
の
し
や
す
さ
の
一
つ
の
要
素
で
す
ね
。

　

そ
こ
に
ど
れ
だ
け
他
学
部
の
人
た
ち
に
加
わ
っ
て
も
ら
う
か
。
い
ま
発
達
教
育

学
部
か
ら
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
保
育
士
や
教
員
の
職
場
こ
そ
、
保

育
士
の
大
半
は
女
性
だ
し
、
小
学
校
の
教
員
も
半
分
以
上
が
女
性
で
占
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
発
達
教
育
学
部
か
ら
入
っ
て
い
た
だ
け
る

と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
趣
旨
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

心
理
学
科
は
、
恒
常
的
に
入
っ
て
ほ
し
い
ぐ
ら
い
で
す
。
つ
ま
り
、
心
理
学
科

は
、
男
性
か
女
性
か
に
関
わ
ら
ず
、
社
会
に
生
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
問
題

を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
気
づ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
を
指
摘
し

て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

【
鎌
田
】

　

女
性
の
自
殺
が
多
く
て
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
高
齢
女
性
の
自
殺
率
が
高
い
と
い

う
問
題
に
し
て
も
、
社
会
学
や
教
育
学
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
で
は
な
く
、
医
療

や
福
祉
の
現
場
で
実
際
に
そ
う
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
ど
ん
ど

ん
出
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
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【
増
渕
】

　

そ
れ
が
前
半
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
今
後
の
課
題
で
す
ね
。
女
性
歴
史
文
化
研
究
所

は
三
〇
年
間
の
活
動
が
あ
り
、
い
ま
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
提
起
も
し
た
し
、
そ

れ
な
り
の
研
究
成
果
も
出
し
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
じ
ゃ
社
会
が
変
わ
っ
た
か
と

言
え
ば
、
む
し
ろ
基
本
的
な
問
題
こ
そ
潜
在
化
し
、
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
が
今

回
は
っ
き
り
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
部
分
的
な
環
境
改
善
は
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
根
本
的
な
改
善
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
う
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
研
究
所
で
活
動
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い

う
課
題
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。

【
志
賀
】

　

大
学
組
織
も
、
過
去
の
研
究
分
野
だ
け
で
な
く
、
関
係
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も

引
っ
張
り
込
む
と
い
う
体
制
を
つ
く
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
女
性
歴
史
文
化

研
究
所
の
位
置
付
け
を
考
え
て
人
事
配
置
等
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ト
ッ
プ
に

考
え
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。

　

な
ぜ
理
工
系
に
女
性
研
究
者
が
少
な
い
か
。
特
に
日
本
は
そ
の
傾
向
が
強
い
そ

う
で
す
。
以
前
は
、
女
性
は
理
工
系
の
思
考
に
向
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
人

が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
最
近
、「
ど
う
も
お
か
し

い
。
女
性
の
自
然
科
学
研
究
者
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
方
向
に
動

い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

で
も
、
日
本
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
女
性
歴
史

文
化
研
究
所
は
工
学
部
も
引
っ
張
り
込
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
理
工
系
も
い
つ
ま

で
も
現
状
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
関
係
な
さ
そ

う
な
研
究
分
野
の
学
部
か
ら
も
出
す
よ
う
に
、
組
織
問
題
と
し
て
考
え
た
ほ
う
が

よ
い
と
思
う
。

【
北
川
】

　

女
性
歴
史
文
化
研
究
所
を
今
後
も
続
け
て
い
く
の
か
ど
う
か
と
考
え
た
時
、
た

と
え
ば
、「
女
性
に
特
化
し
た
研
究
は
も
う
必
要
な
い
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
る

人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、「
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
三
〇
年
間
活
動

を
続
け
て
き
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
役
目
を
終
え
て
幕
を
下
ろ
し
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
」
と
思
わ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、「
い
や
、
こ
う
い
う
理
由
で
必
要
で
す

よ
」
と
言
わ
な
い
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
し
ょ

う
か
。

【
田
端
】

　

以
前
、
研
究
所
が
『
枚
方
の
女
性
史
』（
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
九
七
年
）を
出
版
し

た
と
き
、
講
演
会
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
聴
い
て
い
た
男
性
の
友
人
が
敦
賀

に
い
て
、「
こ
ん
な
こ
と
を
枚
方
で
や
っ
て
る
ん
や
。
す
ご
い
の
が
出
て
る
よ
」

と
言
う
と
、「
敦
賀
で
も
作
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、『
枚
方
の
女
性
史
』
に
触

発
さ
れ
て
「
敦
賀
女
性
史
を
つ
く
る
会
」
が
で
き
て
、
敦
賀
に
も
一
度
呼
ば
れ
ま

し
た
。
そ
う
い
う
波
及
効
果
も
あ
り
ま
す
。

【
北
川
】

　

当
時
の
枚
方
市
の
職
員
の
方
が
す
ご
く
熱
意
が
あ
っ
て
、「
ぜ
ひ
枚
方
の
女
性

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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史
を
作
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
市
役
所
、
枚
方
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の

方
た
ち
と
一
緒
に
聞
き
取
り
調
査
な
ど
の
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
途

中
で
人
事
異
動
が
あ
り
、
そ
の
後
、
流
れ
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
、『
枚

方
の
女
性
史
』
以
降
、
女
性
た
ち
が
活
躍
す
る
場
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
な
印
象

が
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
そ
の
と
き
に
い
く
ら
盛
り
上
が
っ
て
す
ご
い
成
果
を
出
し
て
も
、
組

織
が
続
か
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
女
歴
研
は
以
前
の

よ
う
な
活
動
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
続
い
て
い
る
。
そ
う
や
っ
て
、
活
動
を
続

け
て
い
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

私
は
、
京
都
橘
大
学
か
ら
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
社

会
に
向
か
っ
て
何
も
問
い
か
け
な
い
総
合
大
学
で
あ
り
、
外
か
ら
見
た
橘
は
何
の

特
色
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

そ
う
で
す
ね
。
特
色
を
な
く
せ
ば
、
他
の
大
学
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

研
究
し
な
い
で
教
育
だ
け
す
る
大
学
教
員
な
ん
て
考
え
ら
れ
な
い
。
研
究
機
関
と

し
て
、
ま
た
大
学
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
研
究
を
し
、
ど
の
よ
う
に
学
生
を
教
育

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
ら
、
特
に
教
育
に
お
い
て
は
、「
女
子
学
生

で
あ
れ
男
子
学
生
で
あ
れ
、
現
代
社
会
で
生
き
て
働
い
て
家
庭
も
営
む
た
め
に
は
、

老
人
介
護
も
含
め
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
必
ず
突
き
当
た
る
の
だ
か
ら
必
修
科

目
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
く
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

そ
う
い
う
教
育
が
で
き
る
大
学
が
、
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
て
結
果
的
に
生
き

残
っ
て
い
く
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

【
北
川
】

　

外
部
の
方
と
話
を
す
る
と
き
、「
橘
に
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
が
あ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
大
学
の
大
き
な
特
色
・
強
み
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
く
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

い
ま
の
流
行
り
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
う
い
う
分
野
で
研
究
所
を
作
っ
て
も
そ
れ

が
根
付
く
と
は
限
ら
な
い
し
、
三
〇
年
間
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

な
い
こ
と
で
す
。
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
継
続
し
て
活
動
し
て
、
目
に
見
え
る

成
果
を
残
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
が
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

【
鎌
田
】

　

京
都
に
五
つ
の
女
子
大
が
あ
っ
て
も
、
橘
だ
け
が
ず
っ
と
取
り
組
み
続
け
て
い

る
研
究
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
い
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
を
絶
や
す
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
の
活
動
を
思
い
返
し
て
も
、
女
歴
研
に
勉

強
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
松
明
を
若
い
人

に
渡
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が
、
い
ま
の
私
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
女
歴
研
が
燃
や
し
続
け
て
き
た
火
が
弱
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
私
た
ち
高
齢

者
が
若
い
人
た
ち
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
使
命
が
消
滅
す
る
の
で
、
特
に
今
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だ
か
ら
こ
そ
頑
張
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
そ
の
使
命
と
い
う
の
は
、
単
に
個
人
の
事
柄
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的

な
大
き
な
問
題
と
も
表
裏
の
関
係
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

世
界
的
な
女
性
解
放
運
動
の
第
二
波
が
一
九
六
〇
～
七
〇
年
頃
に
ア
メ
リ
カ
か

ら
始
ま
っ
た
と
き
、
彼
女
た
ち
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
イ
ズ
・
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル（T

he�personal�is�political

）」
で
し
た
。「
個
人
的
な
問
題
は
、
政
治
的

な
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
的
事
情
は
社
会
的
な
問
題
と
表
裏
一
体

で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
て
、
当
時
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
活
動
す
る
人
た
ち
は
す
ご
く
頑
張
り
ま
し
た
。

　

私
が
生
ま
れ
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
で
す
。
小
さ
い
頃
、
曾
祖
母
が

近
所
に
い
て
よ
く
遊
び
に
来
て
い
ま
し
た
。
彼
女
が
亡
く
な
っ
た
後
に
聞
い
た
話

で
は
、
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
慶
応
四
年
生
ま
れ
の
農
家
の
娘
で
、
基
礎

教
育
す
ら
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
々
白
々
で
し
た
。
明
治
生
ま
れ
の
祖

母
も
尋
常
小
学
校
四
年
ま
で
し
か
行
っ
て
い
な
い
の
で
、「
折
れ
釘
の
よ
う
な
ひ

ら
が
な
が
書
け
る
程
度
や
」
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。
歳
を
と
っ
て
も
、
新
聞

を
じ
っ
と
見
て
い
て
、
た
ぶ
ん
漢
字
を
と
ば
し
て
読
ん
で
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
も
、
女
子
が
教
育
を
受
け
て
い
な
い
の
が
普
通
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

私
の
身
近
な
女
の
系
譜
は
、
慶
応
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
続
く
の
で
す
が
、

一
番
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
私
が
生
ま
れ
て
五
年
く
ら
い
ま
で
、
女
性
に
は
選

挙
権
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

母
が
あ
る
時
、「
市
川
房
枝
さ
ん
を
選
挙
で
落
と
す
な
ん
て
、
そ
ん
な
ひ
ど
い

こ
と
を
！
」
と
嘆
い
て
い
ま
し
た
。
市
川
さ
ん
は
日
本
の
女
性
参
政
権
運
動
に
尽

力
し
た
女
性
解
放
運
動
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
日
本
の
人
口
の
半
分
を
占
め

る
女
性
に
選
挙
権
も
な
く
、
国
全
体
が
戦
争
に
突
入
し
た
と
き
も
意
見
す
ら
言
え

な
か
っ
た
と
い
う
状
況
な
ど
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。「
そ
ん
な
こ
と

が
あ
る
か
⁈
」
と
い
う
怒
り
が
わ
き
ま
し
た
。

　

父
が
戦
死
し
た
後
、
母
は
二
人
の
幼
子
を
育
て
る
た
め
に
小
さ
な
会
社
に
入
っ

た
け
れ
ど
も
、
男
女
の
賃
金
格
差
は
ひ
ど
く
、
労
働
時
間
は
長
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
残
業
弁
当
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
女
性
を
差
別
し
、
軽
く
見
る

雰
囲
気
が
社
会
全
体
に
あ
る
こ
と
を
私
は
見
て
き
ま
し
た
。

　

だ
か
ら
、
み
ん
な
は
「
戦
争
を
し
た
ら
あ
か
ん
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
こ

う
な
っ
た
の
か
を
知
り
、
論
理
的
に
考
え
て
い
か
な
い
と
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

女
性
自
身
が
「
女
は
損
や
」
と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
だ
け
の
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
だ
と
私
は
身
に
沁
み
て
感
じ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
先
に
述
べ
た

「
婦
人
問
題
研
究
会
」
に
誘
わ
れ
て
参
加
し
た
と
き
は
、
目
が
醒
め
る
思
い
で
し

た
。

　

い
ま
の
若
い
人
た
ち
が
、「
賃
金
や
労
働
条
件
な
ど
は
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
自
分
自
身
が
問
題
解
決
に
参
加

し
な
い
限
り
、
よ
り
よ
い
社
会
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
、
そ
の
た

め
に
は
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
だ
と
訴
え
た
い
の
で
す
。

【
増
渕
】

　

だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
現
代
社
会
に
つ
な
が
る
よ
う
な
問
題
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や

研
究
も
や
っ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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【
鎌
田
】

　

そ
う
で
す
。
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
研
究
は
、
必
ず
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え

さ
せ
て
く
れ
ま
す
か
ら
。
話
は
大
学
の
場
か
ら
少
し
離
れ
ま
す
が
、
私
が
『
性
と

生
殖
の
女
性
学
』（
世
界
思
想
社
／
二
〇
〇
六
年
）と
い
う
本
を
出
し
た
時
、
そ
れ
を

読
ん
だ
滋
賀
県
高
島
市
の
人
た
ち
が
「
こ
の
地
域
に
は
映
画
館
も
な
い
し
、
楽
し

く
学
べ
る
講
座
の
よ
う
な
も
の
を
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
希
望
を
出
さ
れ
ま
し

た
。
年
齢
が
五
〇
～
八
〇
代
に
な
っ
た
人
た
ち
が
学
び
の
場
を
も
の
す
ご
く
求
め

て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
私
自
身
、
女
歴
研
で
専
門
領
域
の
幅
を
広
げ
て
い
ろ
い
ろ

勉
強
し
て
、
考
え
る
機
会
を
与
え
て
も
ら
っ
た
と
思
う
の
で
、「
高
島
市
で
初
め

て
の
女
性
学
講
座
」
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
続
行
し
、
講
義
ば
か
り
で
な
く
、
映
画
や
小
説
を
題
材
に
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
企
画
を
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
日
、
一
〇
年
目
の

女
性
学
が
終
わ
り
ま
し
た
。

　

だ
か
ら
、「
社
会
に
向
け
て
開
か
れ
た
研
究
所
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
知
識
を

得
た
い
と
い
う
層
が
大
学
の
外
に
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
活
動

を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

【
田
端
】

　

女
歴
研
は
研
究
・
教
育
に
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
が
、『
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
／
一
九
九
七
年
。
本
学
初
の
受
託
研
究
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
。
以
下
、『
枚
方
の
女

性
史
』）の
よ
う
に
、
外
か
ら
依
頼
さ
れ
る
仕
事
も
し
て
い
て
、
も
の
す
ご
い
も
の

を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
事
務
局
も
苦
労
し
て
、
多
く
の
先
生
方
に
も
手
伝
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
あ
の
枚
方
の
女
性
た
ち
へ
の
聞
き
取
り
は
と
て
も
貴
重
な
も

の
で
す
。
も
う
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
が
、
枚
方
に
砲
兵

工
廠
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
勤
め
て
い
た
女
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
臨
時
雇
い
の
人

か
ら
上
司
ま
で
の
賃
金
を
す
べ
て
覚
え
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
短
く
ま
と
め
た
け

れ
ど
も
、
枚
方
の
人
々
が
戦
争
で
ど
れ
だ
け
苦
労
し
た
か
と
い
う
こ
と
も
一
目
瞭

然
で
わ
か
る
話
や
、
地じ

場ば

産
業
で
あ
る
そ
う
め
ん
作
り
の
話
な
ど
、
地
域
の
人
た

ち
の
そ
の
ま
ま
の
姿
や
当
時
の
女
性
た
ち
の
考
え
も
わ
か
る
聞
き
書
き
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

女
歴
研
は
そ
う
い
う
社
会
貢
献
も
し
て
き
て
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
財
産
に
も

な
っ
て
お
り
、
私
は
授
業
で
も
現
代
の
部
分
で
は
『
枚
方
の
女
性
史
』
を
時
々
引

用
し
て
い
ま
す
。

　

多
様
な
研
究
や
発
信
が
で
き
る
よ
う
な
研
究
所
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り

大
学
全
体
の
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。『
枚
方
の
女
性
史
』
の
編
纂
も
歴
史
学

科
だ
け
で
は
絶
対
に
無
理
で
、
他
学
科
や
職
員
、
院
生
も
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、

よ
う
や
く
完
成
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
研
究
所
が
持
つ
意
味
は
、
外
か
ら
見
る
と
、
中
の
人
が
思
う
よ

り
ず
っ
と
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
た
と
え
組
織
の
名
称
が
変
わ
っ
て

も
、
ぜ
ひ
続
け
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
す
。

【
鎌
田
】

　

小
野
和
子
先
生
が
研
究
所
所
長
の
時
、
第
一
〇
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
作
家
の
澤
地
久
枝
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
き
、
私
の
思
い
を
見
事
に
表
現

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
澤
地
さ
ん
は
私
よ
り
少
し
年
上
で
す
か
ら
、
悲
惨
な
戦
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争
体
験
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
な
ど
は
食
べ
る
物
が
な
く
て
祖
母
た
ち
の
「
買
い

出
し
」
に
つ
い
て
行
っ
た
こ
と
や
、
防
空
壕
か
ら
Ｂ
29
の
編
隊
を
眺
め
た
程
度
の

記
憶
で
す
が
、
澤
地
さ
ん
の
講
演
は
す
ご
く
迫
力
が
あ
り
ま
し
た
。「
昭
和
の
女

性
―
得
た
も
の　

失
っ
た
も
の
―
」（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
開
催
）と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
、「
苦
難
を
個
人
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
な
い
で
、
次
世
代
に
語
り
継
い
で

く
だ
さ
い
」
と
い
う
講
演
は
、
今
も
生
き
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
活
動
し
て
ほ
ん
と
う
に
よ
か
っ
た
と
思
う

の
は
、
一
九
九
五
年
に
国
連
の
第
四
回
世
界
女
性
会
議
が
北
京
で
開
か
れ
て
、
女

性
歴
史
文
化
研
究
所
が
私
を
派
遣
し
て
く
れ
た
こ
と
で
す
。
歴
史
的
に
も
有
意
義

な
世
界
女
性
会
議
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
年
ほ
ど
前
か
ら
「T

IM
E

」

や
「N

ew
sw
eek

」
で
た
く
さ
ん
報
道
が
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
授
業
で
テ
キ
ス

ト
に
使
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
実
際
に
参
加
し
、
会
場
で
体
験
し
た

実
感
は
強
烈
で
し
た
。

　

政
府
間
会
議
に
は
一
九
〇
カ
国
の
政
府
代
表
や
国
連
機
関
な
ど
約
一
万
七
千
人

が
参
加
し
て
、
中
国
・
北
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
世
界
中
か
ら
三
万
人
を
こ
え
る
人
た
ち
が（
日
本
か
ら
は
お

よ
そ
五
千
人
）、
N
G
O
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
集
ま
り
、
五
千
以
上
も
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
は
胸
が
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
重
い
問
題
、
た
と
え
ば
エ
イ
ズ
蔓
延
の
犠
牲

は
女
性
が
も
の
す
ご
く
多
い
こ
と
、
女
性
・
子
ど
も
の
性
的
搾
取
が
多
く
の
国
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
の
多
発
や
、
内
乱
・
内
戦
等
で

「
民
族
浄
化
作
戦
」
と
称
し
て
女
性
が
武
器
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
、
宗
教
や
伝

統
の
名
の
下
に
幼
女
の
性
器
切
除（
割
礼
）が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ

れ
た
の
で
す（
こ
の
と
き
取
材
し
た
「
世
界
女
性
会
議
・
N
G
O
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
レ

ポ
ー
ト
」
は
、
京
都
市
の
広
報
誌
「
E♭（
イ
ー
・
フ
ラ
ッ
ト
）」
Vol.
11（
平
成
七
年
）に
掲
載
）。

　

こ
の
会
議
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
が
「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
＆
ラ

イ
ツ
」
で
し
た
。
こ
の
認
識
は
世
界
的
に
も
あ
る
程
度
は
浸
透
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
帰
国
後
す
ぐ
、
一
九
九
五
年
一
二
月
の
第
四
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

「〝
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
」
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
講

師
の
荻
野
美
穂
先
生（
当
時
、
奈
良
女
子
大
学
助
教
授
）は
、
す
で
に
『
生
殖
の
政
治

学
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
バ
ー
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
山
川
出
版
社
／
一
九
九
四
年
）

を
出
版
さ
れ
て
い
て
、
も
う
一
人
の
講
師
で
あ
る
柘
植
あ
づ
み
先
生（
当
時
、
北
海

道
医
療
大
学
講
師
）に
も
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
北
京
女
性
会
議
か
ら
の
問
題
提
起
と
い
う
こ
と
で
、

か
な
り
力
を
入
れ
ま
し
た
。
学
内
の
大
き
な
会
場
が
聴
衆
で
埋
ま
り
、
終
わ
る
と

筧
久
美
子
先
生（
当
時
、
神
戸
大
学
教
授
）が
「
こ
う
い
う
テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
絶
対
に
他
の
大
学
で
は
、
私
の
所
属
す
る
大
学
で
も
で
き
な
い
。
女
子
大
の
研

究
所
だ
か
ら
、
で
き
た
の
よ
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
言
い
に
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

「
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン（
生
殖
）」
と
い
う
言
葉
は
、
出
産
な
ど
生
殖
に
関
わ
る

い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
を
担
う
女
性
の
人
権
や
健
康
が
置
き

去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
が
起
き
て
い
る
と
い
う
問
題
提
起
な

の
で
す
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
し
た
の
で
す

が
、
準
備
中
に
、「
性
を
タ
イ
ト
ル
に
出
し
て
、
大
丈
夫
か
？
」
と
注
意
す
る
人

が
い
た
と
聞
き
、
脳
の
血
管
が
切
れ
る
く
ら
い
腹
が
立
ち
ま
し
た（
笑
）。「
性
と

生
殖
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
、
一
部
に
拒
絶
反
応
が
起
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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『
性
と
生
殖
の
女
性
学
』
と
い
う
書
籍
を
出
し
た
と
き
も
、
某
大
学
の
先
生
が
、

「
こ
ん
な
タ
イ
ト
ル
つ
け
た
ら
図
書
館
も
入
れ
て
く
れ
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
一
方
、「
こ
う
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
」
と
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
に
手
渡
し
た

ら
、「
あ
ら
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
い
い
わ
ね
！
」
と
。
な
ん
と
い
う
落
差
！

【
増
渕
】

　

ま
さ
に
歴
史
で
す
ね
。
い
ま
な
ら
、
そ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
は
当
た
り
前
の
よ
う

に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。

　

と
に
か
く
女
歴
研
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
何
も
終

わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
先
生
方
か
ら
宿
題
と
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う

こ
と
を
中
間
の
ま
と
め
と
し
て
、「
も
っ
と
い
ろ
ん
な
人
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
な

さ
い
。
そ
う
し
な
い
と
問
題
点
の
掘
り
起
こ
し
に
つ
な
が
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と

い
う
こ
と
も
実
際
の
運
営
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
後
、
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
は
ど
の
よ
う
に
活
動
を
続
け
て
い
け
ば
よ
い
か
、

参
考
に
な
る
よ
う
な
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
日
は
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�
（
了
）

〈
対
談
を
終
え
て
〉

　

今
回
の
対
談
で
は
、
女
性
史
の
分
野
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
最
近
の
活
動
に

対
す
る
率
直
な
批
判
を
い
た
だ
い
た
。
女
性
を
と
り
ま
く
現
代
的
な
問
題
へ
の
関

心
な
く
し
て
、
研
究
所
と
し
て
の
研
究
活
動
の
発
展
は
な
い
と
す
る
意
見
は
、
誰

の
た
め
に
研
究
活
動
を
展
開
す
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
視
点
と
関
わ
る
だ
け
に
、

素
直
に
受
け
止
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
学
部
・
学
科
単
位
の
専
門
性
の
高
い
研

究
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
共
通
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
研
究
の
視
点
を

見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
指
摘
も
、
研
究
所
の
活
動
上
必
要
な
基
本
姿
勢
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
開
学
以
来
の
本
学
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
個
性
的
な
研
究
・
教

育
の
推
進
の
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
と
思
う
。（
増
渕
徹
）
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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
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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）

第29回 2020年 6 月 6 日
考古遺物からみる先史の女性・
子ども・家族

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止

第29回 2021年 6 月19日 歴史の中の女性を読み直す
―女性史研究のいま―

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止

第29回 2022年 6 月18日
考古遺物からみる先史の女性・
子ども・家族

※開催予定（2022年 3 月現在）。
阿部千春（北海道庁世界遺産推進室特別研
究員／元函館市縄文文化交流センター館
長）、中久保辰夫（本学文学部准教授）、増
渕徹（本学文学部科教授）

※2020・2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催中止となった。

⑶
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表 3　女性歴史文化研究所　学術講演会・研究会一覧

●第 1プロジェクト　歴史における家族と女性―日本と世界（1993～1997年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1993年度

5月13日 「家族を構成する女性と構成しない女性―日本中世の場合―」 細川　涼一 本学文学部歴史学科助教授

7月22日 「中国貴族の女性―六朝～隋・唐を中心に」 浅見　直一郎 本学文学部歴史学科助教授

10月28日 「現代中国の女性虐待事件」 蒲　豊彦 本学文学部国文学科助教授

1994年度

6月23日 「大黒死病と封建危機―その再検討のために」 瀬原　義生 本学文学部歴史学科教授

9月 4日 「帝国議会における婦選法案の推移」 松尾　尊兊 本学文学部歴史学科教授

12月 6 日 「書評　田端泰子著『日本中世女性史論』」 小林　善帆
大利　直美 本学大学院院生

1995年度

7月 1日 「猿橋賞について」 市川　信孝 本学文学部歴史学科教授

7月13日 「ジェンダーで『今昔物語集』を読む」
ヒトミ・トノムラ ミシガン大学準教授

藤井　俊博
（コメンテーター）

本学文学部国文学科助教授�

9 月 4 日 「近代イギリスの衛生思想とヘルス・ヴィジティング」 松浦　京子 本学文学部歴史学科助教授

3月11日 「セクシャル・ハラスメントについて」 小野　和子 本学文学部歴史学科教授

1996年度

7月24日 「能制度の固定化と能楽論の役割―『八帖花伝書』をめ
ぐって」 エリック・ラス 女性歴史文化研究所研究員

1997年度

10月25日 「ドイツ中世都市における女性の生活
　―ケルンの絹工業女親方組合を中心として」 瀬原　義生 本学文学部歴史学科教授�

1998年度

6月13日 『家と女性の社会史』出版記念講演会
「中世イタリアの結婚と女性」� 山辺　規子 奈良女子大学文学部助教授�

●第 2プロジェクト
現代社会と女性〈特別プロジェクト〉（1993～2004年度）
女性文化の再生産過程―母-娘関係の研究（2004～2007年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1993年度

6月 5日 「『大学生の女性観とその母親の女性観』」 高橋　雅延 本学一般教養課程助教授

6月26日 「『皇室事情と雅子さんの選択』」 碓井　敏正 本学文学部歴史学科教授

11月27日 「『ジョン・アービングの世界―堕胎手術は、神の業か、
悪魔の業か』」 鎌田　明子 本学文学部英語英文学科教

授

12月11日
国際交流のためのパフォーマンス＆ミニ・シンポジウム
「ABANTE�BABAE（前へすすめ！女たち）
　―フィリピン女性をとおして見る現代日本とアジア」

カラントグ＆コリ
ド

フィリピン南タガログ芸術
調査訓練研究所

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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1994年度

7月 2日 「男らしさ・女らしさは幻想か」 鎌田　明子 本学文学部英語英文学科教
授

11月12日 「渡辺恒男著『脱男性の時代』におけるアンドロジナス論」 細川　涼一 本学文学部歴史学科助教授

11月30日 「〈家族〉についての本学学生のアンケートについて分析、
問題提起」

第 2プロジェクト
委員

1995年度

5月27日 「現代英国女性劇作家点描」 平田　康 本学文学部英語英文学科教
授

3月30日 「ロレンスとアーヴィングにおける男女関係のあり方」 田部井　世志子 北九州大学助教授

1996年度

7月11日 「男制学のすすめ」 中村　正 立命館大学産業社会学部助
教授

11月 9 日 「女性差別なのに、イカサマ水子供養はなぜ女性に支持さ
れる？」 森栗　茂一 大阪外国語大学外国語学部

助教授�

11月16日 「フェミニズムと市場原理―能力主義原理による日本社会
の再編は女性を解放するか？」 碓井　敏正 本学文学部歴史学科教授

2月25日 「現代の大学生の抱える心理問題」 北尾　敬子 本学兼任講師

1997年度

6月30日 「私ってどういう人？自分の対人関係のパターンを知って
みよう！」 北尾　敬子 臨床心理士

7月23日 「性暴力をめぐる最近の司法判断について」 小野　和子 本学文学部歴史学科教授

1998年度

4月15日 「実践政治家　加藤シヅエの世紀」 ヘレン・Ｍ・ホッ
パー

ピッツバーグ大学・カーネ
ギーメロン大学併任準教授

5月13日 「英語における性とことば」 北林　利治 本学文学部英語英文学科教
授

12月 9 日 「生活文化のイギリス史に見るヴィクトリアン・ライフの
光と影」 松浦　京子 本学文学部歴史学科助教授

3月12日 「王朝文学に見る理想の男性像―女性的な美しさに注目し
て」 鈴木　紀子 本学文学部国文学科教授

1999年度

9月29日 「生命倫理・ジェンダー・優生思想」� 森岡　正博 大阪府立大学教授�

10月23日 「文学に表れた家族と住まい『借家と持ち家の文学史』（三
省堂、1998）とその後�」 西川　祐子 京都文教大学教授�

2000年度

5月17日 「ことばが女たちをつなぐ―アフリカに生きる女たちのパ
ワー」� 楠瀬　佳子 京都精華大学人文学部教授�

11月18日 「小説と映画に描かれたヴィクトリア時代の“余った女た
ち”―家庭の天使、カヴァネス、新しい女とピアノ―」� 杉山　泰 本学英語コミュニケーショ

ン学科教授�

2001年度

5月30日 「テレビ CM、アニメの中のジェンダー―外国人留学生か
ら学んだこと」 岡本　宜子

テュービンゲン大学・同志
社日本語センター日本語講
師

30



2002年度

5月29日 「スポーツ・ヒロイン―近代女性スポーツの百年―」�　 河原　和枝 本学文化政策学部助教授�

10月18日 「女性の“大胆さ”と19世紀ブラジルの有産階級�」�
マリア・ルシア・
G・ パ ラ レ ス =
バーグ

サンパウロ大学準教授�

11月20日 「生殖医療と生命倫理」� 池上　順子 立命館大学・龍谷大学　非
常勤講師�

2003年度

7月 8日 「戦争と性暴力」 海
か

南
な

　友子 映画監督・元ＮＨＫディレ
クター�

9 月24日 「キリスト教宣教師の見た十九世紀中国の女性」 蒲　豊彦 本学文学部日本語日本文学
科教授�

11月26日 「婦女解放・女性史主義・性別研究―婦女解放と現代中国」 桑　兵 中国中山大学歴史系教授

2005年度

4月22日 「王朝文学に見る母と娘－浮舟と母中将君」 鈴木　紀子 本学文学部日本語日本文学
科教授

12月 2 日 「有島武郎『或る女』に描かれた母と娘」 野村　幸一郎 本学文学部日本語日本文学
科教授

2月 1日 「女性の「知」―『知識の社会史』から」 河原　和枝 本学文化政策学部現代マネ
ジメント学科教授�

2006年度

12月13日 「中国における母-娘関係」 蒲　豊彦 本学文学部日本語日本文学
科教授�

●第 3プロジェクト　西欧女性史研究―フランスを中心に（1993～2007年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1996年度

10月26日 「19世紀フランス女性のライフスタイル―“信心深い母”
から“共和国の母”へ―」 栖原　弥生 愛知県立大学教授�

1997年度

11月 8 日 「ジャン＝ジャック・ルソーの女性観」 内藤　義博 立命館大学非常勤講師

12月 9 日 女性歴史文化研究所開設 5周年記念講演会「フランスにお
ける女性史研究の現状―『女の歴史』以後を中心に」 ミシェル・ペロー パリ第七大学名誉教授�

1998年度

10月28日 「西欧女性史研究」研究会　「フランス革命と女性」� 天野　知恵子 和歌山大学助教授�

2001年度

11月 7 日 「ミネルヴァの娘たち―ベドフォード女子カレッジの創設
事情」 河村　貞枝 京都府立大学文学部教授�

●第 4プロジェクト　D.H. ロレンスの愛と性（1993～1994年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1993年度

7月 3日 「D.H. ロレンスの歴史書『ヨーロッパ史の諸運動』をめ
ぐって」

増口　充 長崎諫早高等学校教諭

越智　武臣 本学文学部歴史学科教授

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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11月13日 「『恋する女たち』における破壊的要素」 門司　直子 京都外国語大学大学院院生

12月23日 「Greham�Hough,�The�Dark�Sun の第一章」
岩井　学 同志社大学大学院院生

石川　慎一郎 神戸大学大学院院生

1月29日 「Greham�Hough,�The�Dark�Sun の第二章」
大崎　公 追手門大学学生

恩田　幸治 広島大学大学院院生

2月26日 「Greham�Hough,�The�Dark�Sun の第三章
（Sons�and�Lovers）」

河野　哲二 大阪電気通信大学高校教諭

楠瀬　健昭 大阪薬科大学助教授

1994年度

4月16日 「一史家の見たチャタレイ夫妻とその周辺」 越智　武臣 本学文学部歴史学科教授

6月18日 「一史家の見たチャタレイ夫妻とその周辺 2」 越智　武臣 本学文学部歴史学科教授

7月17日 「女性論的研究に見るD.H. ロレンス」 小川　享子 本学外国語教育センター講
師

12月17日 「イギリス小説と女性」 杉山　泰 本学文学部英語英文学科教
授

●第 5プロジェクト　地域女性史研究　大阪府枚方市の場合（1994～1996年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1995年度

9月 6日 「近現代の枚方と女性」 北崎　豊二 大阪経済大学教授

1996年度

3月15日 『伝えたい思い―枚方の女性史』出版記念講演会 ―

●第 6プロジェクト　京都の歴史と女性（1998～2002年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

1998年度

6月10日 「『京の女性史』書評」 田端　泰子 本学文学部歴史学科教授

10月28日 「民法（財産権）のできるまで」 植木　壽子 本学文学部歴史学科教授

1999年度

5月26日 「後醍醐天皇と神泉苑・京都の川」 細川　涼一 本学文学部文化財学科教授

7月28日 「室町・戦国期の鴨川と橋」 田端　泰子 本学文学部歴史学科教授

9月29日
「賀茂川に橋のなかった頃―平安京以前」 門脇　禎二 本学文学部文化財学科教授

「平安京の河川行政」 増渕　徹 本学文学部歴史学科助教授

2月16日 「16世紀の鴨川洪水と御土居」 横田　冬彦 本学文学部歴史学科教授

2000年度

5月17日 「近世の鴨川と橋」 朝尾　直弘 本学文学部文化財学科教授

5月31日 「外から見た日本―小説『菊と十字架』」 佐藤　令子 本学名誉教授

7月 1日 「祇園祭と京都の女性」� 脇田　晴子 滋賀県立大学人間文化学部
教授�
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2 月18～
19日

於：丹後

「再論　丹後王国論」 門脇　禎二 本学文学部文化財学科教授

「京の名所・風俗案内としての浄瑠璃本」 林　久美子 本学文学部日本語日本文学
科教授

「近世宮津の女性たち」 横田　冬彦 本学文学部歴史学科教授

2001年度

6月13日 「絵画の読み方　歴史研究のために」 黒田　日出男 東京大学史料編纂所教授�

●第 7プロジェクト　文学に見る『悪女』観の形成（2001～2006年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2001年度

6月 5日 「日本における「悪女」―称徳天皇と道鏡」 田中　貴子 京都精華大学人文学部助教
授�

6 月13日 「鷺沢宮はなぜ『姦婦』か―尾崎紅葉『金色夜叉』」 野村　幸一郎 本学文学部日本語日本文学
科教授

2002年度

6月26日 「歌舞伎の悪女―『悪婆』の魅力」� 林　久美子 本学文学部日本語日本文学
科助教授�

2 月13～
14日 「『源氏物語』における罪を意識する女たち」 鈴木　紀子 本学文学部日本語日本文学

科教授

2004年度

7月28日 「中国文学の悪女―中国におけるいい女と悪い女―」 蒲　豊彦 本学文学部日本語日本文学
科教授

●第 8プロジェクト　女性生活文化交流史（2004～2007年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2004年度

7月 3～
4日

於：大津
市

「日常生活の中に取り入れられた外来品―イギリスの場合」 松浦　京子 本学文学部歴史学科教授

「シルクロード陶磁器研究の現状」 弓場　紀知 本学文学部文化財学科教授

「『女たちのシルクロード』構想」 ひろた　まさき 本学文学部歴史学科教授�

9 月29日 「日本（明治期）における外来輸入品と女性について」 ひろた　まさき 本学文学部歴史学科教授�

2005年度

5月 8日 「中国宋代女性史研究の現状と課題
　―柳田節子『宋代庶民の女たち』を素材に―」 衣川　強 本学文学部歴史学科教授

6月19～
24日

第 9回学際的国際女性学会議（於・韓国梨花女子大学）シンポジウム

「日本近代における売春問題と『良妻賢母』イデオロギー」 横田　冬彦 本学文学部歴史学科教授

「日本における良妻賢母主義の歴史と現在」 ひろた　まさき 本学文学部歴史学科客員教
授

7月25日

「西アジアから見た東アジア― 9～10世紀を中心に－」 小野　浩 本学文学部歴史学科教授

「陶磁器の交易から見た東西世界の交流」 弓場　紀知 本学文学部文化財学科教授

「日本近世の異国意識」 横田　冬彦 本学文学部歴史学科教授

2006年度

6月16日 「古代国家の＜北＞への視線」 増渕　徹 本学文学部歴史学科教授

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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6 月23日 「近世文人の異国趣味―中国とオランダ―」 有坂　道子 本学文学部文化財学科助教
授

6月30日 「近世演劇における異国」 林　久美子 本学文学部日本語日本文学
科教授�

12月18日 「文化交流史研究の課題―『朝鮮人来朝図』の図像学」 ロナルド・トビ イリノイ大学教授

2月25日

女性生活文化交流史シンポジウム
〈シルクロード：描かれた女性群像―飛鳥から敦煌・ペルシャへ―〉

「高松塚古墳の女性たち」 猪熊　兼勝 本学文学部文化財学科教授　

「敦煌石窟寺院壁画の女性像」 王　衛明 本学文学部歴史学科教授　　

「イスラームのミニアチュールにあらわれた女性像」 杉村　棟 国立民族学博物館名誉教授

●第 9プロジェクト　ホスピタリティと女性文化（2004～2007年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2004年度

9月29日 「西洋の歴史におけるホスピタリティ概念の変遷」 松浦　京子 本学文学部歴史学科教授

11月19日 「＜産む＞身体の位相―近世末・一関藩の懐胎・出産取り
締まりにみる―」 沢山　美果子 順正短期大学幼児教育科教

授

2005年度

10月26日 「ドイツにおける食の歴史」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

2 月20日 「『おいしさ』でもてなす女性たち―近代日本における家
庭料理と冷蔵庫」 村瀬　敬子 高知女子大学専任講師

3月 「日本仏教思想に見る施しについて」 細川　涼一 本学文学部歴史学科教授

2006年度

2月22日 「博覧会と「もてなし」」 川本　真浩 高知大学人文学部講師

3月 1日

「ケア提供者としての女性―新たなホスピタリティーのか
たちをめざして―」 松浦　京子 本学文学部歴史学科教授

「日本仏教における施し観念とホスピタリティー」 細川　涼一 本学文学部歴史学科教授

「ヨーロッパにおける外食の歴史・外観」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

「イギリス「福祉の複合体」制にみるホスピタリティー概
念」　 高田　実 九州国際大学経済学部教授

2007年度

3月 4日 「19世紀アメリカ合衆国における出産と保健政策」 小野　直子 富山大学人文学部講師

●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―（2008～2012年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2008年度

7月18～
19日

於：大津
市

「‘motherhood’―母であること―をめぐる人びと　
―前世紀転換期イギリスの出産・育児の諸相―」 松浦　京子 本学文学部歴史学科教授

「近代ドイツにおける栄養学の成立と食教育の展開」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

「中世都市鎌倉の福祉」 細川　涼一 本学文学部歴史学科教授

3月 9～
10日

「死への眼差し―ロレンス、三島、ハイデガー―」 浅井　雅志 本学文学部英語コミュニ
ケーション学科教授

「本学所蔵・信濃善光寺門前茶屋「島田屋文書」について」 横田　冬彦 本学文学部歴史学科教授
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2009年度

8月 8～
9日

於：奈良
県吉野

「日本近代の文明開化と京都の産婆研究について」 高久　嶺之助 本学文学部歴史学科教授

「お産の歴史」 高橋　みや子 本学看護学部看護学科教授

「十一世紀ズィヤール朝の処世訓戒―『カーブース・ナー
メ』から」 小野　浩 本学文学部歴史学科教授

3月 3～
4日

於：神戸
市

「一八八一年イギリス皇孫の来京」 高久　嶺之助 本学文学部歴史学科教授

「公家将軍宗尊親王の医師」 細川　涼一 本学文学部歴史学科教授

2010年度

8月18～
19日

於：城崎
市

「幕末期京都の医家と医療」 有坂　道子 本学文学部文化財学科准教
授

「『小右記』にみえる医師について」 増渕　徹 本学文学部歴史学科教授

2月21～
22日

於：滋賀
県長浜市

「中国女性史研究の現状と課題―日本・台湾・中国におけ
る―」 鳥居　一康 本学文学部歴史学科教授

「「国産」の嗜好品を求めて―ドイツにおけるコーヒーと
砂糖の受容をめぐる諸問題―近代世界システム論と食の歴
史との接点―」

南　直人 本学文学部歴史学科教授�

2011年度

8月10～
11日

於：兵庫
県明石市

「中国古代絵画・史跡からみる女性画家の記録」 王　衛明 本学文学部文化財学科教授

●第11プロジェクト　現代の表象文化にみるトランスジェンダー（2009～2012年度）　

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2009年度

1月20日 「浄瑠璃の女装・男装」 林　久美子 本学文学部日本語日本文学
科教授

2010年度

5月19日 「中国、男女のイメージとそのゆらぎ」 蒲　豊彦 本学文学部日本語日本文学
科教授�

2 月16日 「T・E・ロレンスの性意識―ホモセクシュアル？
ホモソーシャル？アセクシュアル？」 浅井　雅志 本学人間発達学部英語コ

ミュニケーション学科教授

2011年度

5月25日 「日本語から見たトランスジェンダー」 安達　太郎 本学文学部日本語日本文学
科教授

2月24日 「織田作之助と千日前大阪劇場裏の少女怪死事件―「世
相」「神経」の―背景―」 細川　涼一 本学文学部歴史学科教授

2012年度

6月27日 「松浦理英子とトランス・ジェンダー」 辻本　千鶴 本学文学部日本語日本文学
科助教

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」
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●第12プロジェクト　装いと身体の歴史（2013～2017年度）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2013年度

12月 4 日 「日本近世の肥料事情」 水本　邦彦 長浜バイオ大学バイオサイ
エンス学部教授

2月26日 「近代中国のトイレと屎尿処理」 蒲　豊彦 本学文学部日本語日本文学
科教授

2014年度

7月 9日 「身体の歴史研究についての前提的報告―身体へのまなざ
しをめぐって―」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

3 月 6 ～
7 日

於：大津
市

「敦煌莫高窟壁画における供養者画像研究の視点と課題�
　―特に女性供養者画像を中心として」 王　衛明 本学文学部歴史遺産学科教

授

「興福寺東金堂文殊菩薩像の服制」 小林　裕子 本学文学部歴史遺産学科准
教授

「世紀転換期ドイツにおける〈生改革運動〉―身体表現と
身体ケアの接点を探る―」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

2015年度

10月14日 「消費社会の発展と近代的身体の発見」 北山　晴一 立教大学名誉教授

2月17～
18日

於：大津
市

「泉佐野市の寺社建築調査―佐野・北中地区を中心に―」 登谷　伸宏 本学文学部歴史遺産学科助
教

「中世の湯屋について」 米澤　洋子 本学非常勤講師

「第二帝政期ドイツにおける軍隊と食」 南　直人 本学文学部歴史学科教授�

2016年度

1月16日 「太った身体のアンビバレンス：食べる者へのまなざし」 橋本　周子
滋賀県立大学人間文化学部
国際コミュニケーション学
科助教

2月16日 「『信太妻』という語り物�―狐と文殊が託したもの―」 林　久美子 本学文学部日本語日本文学
科教授�

●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（2018年度～）

日時 タイトル 発表者・報告者 所属

2018年度

3月11～
12日

於：三重
県伊勢市

「史料に見る山科大宅郷―京都橘大学の周辺の歴史」　 米澤　洋子 本学非常勤講師

「斎宮跡の保存と調査・整備・活用の歴史」 増渕　徹 本学文学部歴史学科教授

2019年度

3月 7日 「織豊政権期の天下人と公家文化」
→新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開催中止。 尾下　成敏 本学文学部歴史学科准教授

2020年度

3月10日 「山科・大宅の地域研究と山科郷古図―大宅廃寺の問題に
関連して―」 増渕　徹 本学文学部歴史学科教授

2021年度

2月28日 「一遍上人と尼僧集団―『一遍聖絵』に描き分けられた尼
の顔」― 米澤　洋子 本学非常勤講師
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表 4　女性歴史文化研究所　出版物一覧

出版物名 出版社、発行年 プロジェクト名

『家と女性の社会史』 日本エディタースクール、1998年 第 1 プロジェクト「歴史における家族と女
性―日本と世界」

『母と娘の歴史文化学―再生産される
〈性〉』 白地社、2009年 第 2 プロジェクト「女性文化の再生産過程

―母-娘関係の研究」

『女の歴史』Ⅰ～Ⅴ＜翻訳＞ 藤原書店、1994年～2001年 第 3 プロジェクト「西欧女性史研究―フラ
ンスを中心に」

『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 5 プロジェクト「地域女性史研究��大阪
府枚方市の場合」

『京都の女性史』 思文閣出版、2002年
第 6プロジェクト「京都の歴史と女性」

『京都と鴨川の歴史』 思文閣出版、2001年

『〈悪女〉の文化誌』 晃洋書房、2005年 第 7 プロジェクト「文学に見る『悪女』観
の形成」

『女の怪異学』 晃洋書房、2007年 「文学に見る『悪女』観の形成」

『女たちのシルクロード（異文化交流
と女性）』 平凡社、2010年

第 8プロジェクト「女性生活文化交流史」
『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

『医療の社会史―生・老・病・死』 思文閣出版、2013年 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―」

『表象のトランス・ジェンダー―越境
する性』 新典社、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」

『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12プロジェクト「装いと身体の歴史」

写真 4 �　女性歴史文化研究所出版物（一部）

「女性歴史文化研究所開設三〇年に向けて」

37


