
本
書
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
女
子
大
学
の
現
職
の
学

長
で
あ
る
し
、
三
○
○
万
部
を
超
え
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

『
女
性
の
品
格
』
で
も
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
改
め
て
多
く
を
記
す
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
書
物
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
を
探
る
上
で
は
、
や
は
り
、

関
係
の
経
歴
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
一
九
六
九
年
に
東
京
大
学
を
卒
業
し
て
、
当
時
の

総
理
府
に
キ
ャ
リ
ア
の
一
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
二
〇
〇
三

年
夏
に
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
長
を
最
後
に
退
官
す
る
ま

で
、
長
い
公
務
員
生
活
を
送
っ
た
が
、
そ
の
間
、
日
本
の
女

性
政
策
の
重
要
な
節
目
に
は
、
常
に
彼
女
が
い
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
七
五
年
の
「
国
際
婦
人
年
」
の
秋
に
、

政
府
は
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
閣
議
決
定
で
婦
人
問
題
企

画
推
進
本
部
を
発
足
さ
せ
た
が
、
同
時
に
そ
の
事
務
局
の
役

目
を
す
る
婦
人
問
題
担
当
室
（
通
称
）
を
総
理
府
に
設
置
し

た
。
著
者
は
、
そ
れ
ま
で
筆
者
と
共
に
国
の
『
青
少
年
白
書
』

を
書
い
て
く
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
伴
う
人
事
異
動
で

そ
こ
に
移
っ
た
。
婦
人
問
題
担
当
室
の
ス
タ
ッ
フ
は
極
め
て

少
人
数
で
あ
っ
た
か
ら
、
担
当
官
と
し
て
彼
女
が
ほ
と
ん
ど

一
人
で
作
成
し
た
『
婦
人
の
現
状
と
施
策
』
と
題
す
る
報
告

書
は
、
当
時
の
マ
ス
コ
ミ
で
「
初
の
政
府
版
婦
人
白
書
」
と

報
じ
ら
れ
、
か
な
り
評
判
に
な
っ
た
。
現
在
の
『
男
女
共
同

参
画
白
書
』
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
こ
の
と
き
出
来
上
が

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
ポ
ス
ト
を
経
て
、
再
び
婦

人
問
題
担
当
室
に
室
長
と
し
て
戻
っ
て
き
た
際
に
は
、
法
令

に
根
拠
を
有
さ
な
い
ま
ま
事
実
上
存
続
し
て
い
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
同
室
を
、
政
令
た
る
総
理
府
本
府
組
織
令
に
根
拠
を

有
す
る
「
男
女
共
同
参
画
室
」
に
変
え
、
そ
の
組
織
を
確
固

た
る
も
の
に
し
た
。
今
日
、
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
は
一

般
に
も
広
く
流
布
し
た
言
葉
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
法

令
上
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
、
そ
の
定
義
を
確
立
し
た
の
も
、

著
者
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
「
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
法
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
と
き
の
定
義
が
そ
の
ま
ま
踏

襲
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
政
官
と
し
て
の
手
腕
が
評
価
さ
れ
て
、
埼

玉
県
の
副
知
事
や
ブ
リ
ス
ベ
ン
駐
在
の
総
領
事
な
ど
の
要
職

を
歴
任
し
た
後
、
二
〇
〇
一
年
一
月
の
中
央
官
庁
再
編
に
際

し
て
、
全
省
庁
で
唯
一
「
室
」
か
ら
「
局
」
に
昇
格
し
た
内

閣
府
男
女
共
同
参
画
局
の
初
代
局
長
に
就
任
し
た
。
過
去
の

職
歴
か
ら
し
て
も
、
男
女
共
同
参
画
行
政
の
官
僚
ト
ッ
プ
は

こ
の
人
し
か
い
な
い
と
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

し
、
本
人
と
し
て
も
公
務
員
生
活
の
集
大
成
を
す
る
に
相
応

し
い
ポ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

官
僚
と
し
て
は
通
常
の
在
任
期
間
で
あ
る
二
年
半
余
り
の

間
に
多
く
の
成
果
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
今
後
の

日
本
社
会
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
の
観
点
か
ら
、

筆
者
が
最
大
の
功
績
と
考
え
る
も
の
を
一
つ
だ
け
記
す
に
止

め
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
三
年
に
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
、
指
導
的
地
位
に
女
性
が

占
め
る
割
合
を
少
な
く
と
も
三
〇
％
に
」
と
の
達
成
期
限
付

き
の
数
値
目
標
を
政
府
の
公
式
の
決
定
と
し
て
初
め
て
打
ち

出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
標
数
値
は
、
そ
の
後
の
政
府

計
画
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
今
日
で
も
各
界
に
大
き

な
影
響
力
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
る
。

以
上
の
記
述
を
読
ま
れ
た
だ
け
で
も
、
本
書
は
、
こ
れ
を

執
筆
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い
著
者
を
得
た
と
い
う
こ
と
が
、

お
わ
か
り
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
書
物
の
内
容
に

入
ろ
う
。

大
き
く
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
ま
ず
、
第
Ⅰ
部
「
女

性
政
策
の
変
遷
」
で
は
、
戦
後
日
本
の
女
性
政
策
を
現
在
に

至
る
ま
で
五
つ
に
時
代
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
ご
と
に

章
を
分
け
て
、
総
合
的
に
記
述
し
て
い
る
。

第

1章
は
「
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
統
治
下
の
女
性
政
策
」
と

題
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
主
と
し
て
占
領
下
で
行
わ
れ
た
戦

後
改
革
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
占
領
開
始
間
も
な
く

の
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
発
し
た
五

大
改
革
指
令
に
「
婦
人
参
政
権
付
与
に
よ
る
日
本
女
性
の
解

放
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日

本
で
は
こ
の
時
期
に
初
め
て
積
極
的
な
意
味
で
の
「
女
性
政

策
」
が
開
始
さ
れ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
本
書
が
、
記
述

を
こ
の
時
期
か
ら
始
め
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、
婦
人
参
政
権
、
教
育
改
革
、
日

本
国
憲
法
の
制
定
、
民
法
改
正
、
優
生
保
護
法
制
定
、
公
娼

廃
止
、
労
働
政
策
、
社
会
福
祉
政
策
で
あ
る
。

―68―

池
木

清

『
日
本
の
女
性
政
策

�男
女
共
同
参
画
社
会
と

少
子
化
対
策
の
ゆ
く
え

�』

坂
東
眞
理
子
著

2009年10月20日発行

ミネルヴァ書房

Ａ5判 230頁

定価 2800円（本体）



第

2章
の
「
高
度
経
済
成
長
時
代
の
女
性
政
策
と
日
本
型

福
祉
社
会
」
は
、
主
と
し
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

前
半
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
経
済
成
長
は
女
性
の
教
育
水

準
を
向
上
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
女
性
を
社
会
進
出
に
は

向
か
わ
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
七
五
年
に
女
性

の
労
働
力
率
が
史
上
最
低
を
記
録
し
た
こ
と
に
よ
く
表
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
時
期
の
女
性
政
策
は
、
所
得
税
制
に
お
け
る

配
偶
者
控
除
の
創
設
と
年
を
追
っ
て
の
引
き
上
げ
な
ど
、
伝

統
的
性
別
役
割
分
担
に
従
う
女
性
を
優
遇
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

第

3章
の
「
安
定
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
期
の
女
性
政

策
」
に
は
、
「
性
別
役
割
分
担
と
差
別
撤
廃
」
の
副
題
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇

年
代
前
半
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
一
九
七
五
年
の
国
際
婦

人
年
に
端
を
発
し
た
国
際
的
な
性
別
役
割
分
担
の
見
直
し
と

そ
の
流
れ
の
中
か
ら
出
て
き
た
女
子
差
別
撤
廃
条
約
へ
の
対

処
の
た
め
に
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
、
前
章
の

時
期
と
異
な
り
、
女
性
の
社
会
進
出
は
公
に
推
奨
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
国
際
婦
人
年
に
際
し
て
、
日
本
政
府

の
中
に
、
今
日
の
「
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
」
に
ま
で
発

展
し
た
組
織
の
萌
芽
が
生
ま
れ
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
も
の

の
、
著
者
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
て
、
着
実
に
日
本
中
に
影
響

力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

第

4章
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
展
と
構
造
改
革
期
の

女
性
政
策
」
は
、
主
と
し
て
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
時
期
を

カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
「
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
」
が
成
立
し
た
こ
と
が
大
き
な
出
来
事
な
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
成
立
に
至
る
経
緯
も
含
め
、
多
く
の
ペ
ー

ジ
が
割
か
れ
て
い
る
。
男
女
共
同
参
画
が
、
政
府
の
取
り
組

み
か
ら
、
法
律
を
背
景
に
し
た
国
全
体
の
取
り
組
み
と
な
っ

た
意
義
は
大
き
い
。

第

5章
の
「
少
子
化
と
男
女
共
同
参
画
」
は
、
主
と
し
て

日
本
の
少
子
化
の
進
展
や
、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
の
変
遷
が

扱
わ
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
、
国
と
し
て
さ
ほ

ど
目
立
っ
た
取
り
組
み
は
な
か
っ
た
が
、
九
〇
年
代
に
な
る

と
、
通
称
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定

�実
施
な
ど
に
よ
り
、

子
育
て
支
援
が
本
格
化
す
る
。
他
方
、
仕
事
と
出
産
子
育
て

を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
育
児
休
業
法
が
成
立
し
、
男
女
共
同

参
画
の
進
展
に
も
寄
与
し
た
。
そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
に
な

る
と
、
少
子
化
対
策
は
い
っ
そ
う
加
速
し
、
二
〇
〇
三
年
夏

に
は
議
員
立
法
で
少
子
化
対
策
基
本
法
が
成
立
し
た
。
著
者

が
局
長
を
し
て
い
た
当
時
は
男
女
共
同
参
画
会
議
の
下
に

「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
に
関
す
る
専
門
調

査
会
」
が

置
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
」
と
し
て
一
般

に
も
広
く
知
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
近
年
は
、
少
子
化
対
策
の

影
に
男
女
共
同
参
画
が
隠
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
趣
を
感
ず

る
の
は
、
筆
者
だ
け
だ
ろ
う
か
。

第
Ⅱ
部
は
「
世
界
各
国
の
女
性
政
策
と
女
性
の
意
識
」
で
、

ま
ず
、
第

6章
は
「
各
国
の
女
性
の
状
況
と
意
識
」
と
題
さ

れ
、
国
際
比
較
が
広
範
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
主
な
特

徴
点
を
挙
げ
る
と
、
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
女
性
の

年
齢
階
級
別
労
働
力
率
が
相
変
わ
ら
ず
Ｍ
字
型
を
描
い
て
い

る
こ
と
、
政
策
決
定
へ
の
女
性
の
参
画
が
著
し
く
遅
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
性
別
役
割
分
担
意
識
が
国
際

的
に
見
れ
ば
未
だ
根
強
い
こ
と
も
わ
か
る
。

第

7章
は
「
各
国
の
女
性
政
策
と
少
子
化
対
策
」
と
題
さ

れ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
の
そ
れ

ら
に
つ
い
て
、
項
目
を
分
け
て
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

紙
数
の
制
約
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
に
立
ち
入
ら

な
い
が
、
国
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

第

8章
の
「
女
性
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
キ
ャ
リ
ア
と
子
育

て
」
で
は
、
著
者
の
関
わ
っ
た
日
米
の
女
性
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ

ブ
調
査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
民
間
会
社
の

女
性
役
員
は
い
ま
だ
層
が
薄
す
ぎ
る
た
め
、
国
が
違
っ
て
も
、

次
代
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ほ
う
が
参
考
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

終
章
は
、
「
少
子
化
対
策
と
女
性
政
策
の
統

合
」
と
題
さ

れ
、
「
日
本
型
福
祉

レ
ジ
ー

ム
を

求
め
て
」
の
副
題
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
男
性
の
滅
私
奉
公
的
な
労
働
に
経
済
は
依
存

し
、
他
方
で
「
家
庭

�家
族
の
福
祉
機
能
を
評
価
し
、
妻
の

座
を
強
化
す
る
」
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
日
本
型
福
祉
レ
ジ

ー
ム
は
、
も
は
や
行
き
づ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
は
男
女
を
問
わ
ず
、

高
齢
者
や

外
国
人
も
含
め
て
、
「

合
理
的
に

選
べ
る
多

様
な

働
き
方
を
企
業
は
用
意
す
る
」
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

近
年
で
は
、
多
く
の
大
学
や
大
学
院
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関

連
の
科
目
が
多
数
開
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
政
策
面
を

扱
う
も
の
も
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
は
、
そ
の

よ
う
な
科
目
の
教
科
書
な
い
し
参
考
書
と
し
て
活
用
さ
れ
る

の
に
最
適
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
、
こ
と
の
当
否
は
と
も
か
く
、
実

際
上
官
僚
が
政
策
を
企
画
立
案
し
て
き
た
側
面
が
極
め
て
強

い
。
従
っ
て
、
政
策
の
経
緯
を
最
も
詳
し
く
語
れ
る
の
は
、

そ
れ
を
担
当
し
て
き
た
官
僚
で
あ
る
。
当
事
者
で
な
い
研
究

者
が
い
く
ら
文
献
を
あ
さ
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
限
界
が
あ
る
。

著
者
も
退
官
さ
れ
て
既
に
七
年
、
今
で
は
公
に
し
て
も
差

し
さ
わ
り
の
な
い
官
僚
時
代
の
経
験
は
多
い
と
思
う
。
筆
者

と
し
て
は
、
い
ろ
ん
な
機
会
に
、
著
者
が
官
僚
時
代
に
実
体

験
し
た
具
体
的
な
細
部
に
つ
い
て
も
、
更
に
著
述
を
重
ね
て

い
た
だ
く
こ
と
を
希
望
し
て
お
き
た
い
。

（
い
け
ぎ
き
よ
し

日
本
橋
学
館
大
学
名
誉
教
授
）
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