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「総
合
化

さ
れ
た
」
雑
誌

に
お
け

る
ジ

ェ
ン
ダ

ー

の
表
象

『
太
陽
』
「
家
庭

欄
」

を
め
ぐ

っ
て

佐

藤
鷹
バ

ー

。バ

ラ

「総合化 された」雑誌 にお けるジェンダーの表象

一
、

は

じ

め

に

『太
陽
』
は
日
本

に
お
け
る
最
初

の
総
合
雑
誌

と
さ
れ
る
が
、
『太
陽
』
が
総
合
雑
誌

で
あ

る
ゆ

え
ん
は
、
『中
央
公
論
』
や

『改
造
』、
あ

る
い
は

戦
後
の

『世
界
』
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
側
面
が

あ
る
。
た
と
え
ば

『中
央
公
論
』
は
、
『
太
陽
』

に
遅
れ
る
こ
と
四
年
、
明
治
三
十
二
年

(
一
八
九

九
)
に

『反
省
雑
誌
』
を
改
題
し
仏
教
主
義
的
、

徳
目
的
色
彩
を
払
拭

し
て
、
総
合
評
論
誌

と
し
て

再
出
発
し
た
も

の
だ

っ
た
が
、

こ
の
場
合

用
い
ら

れ
る

「総
合
」
に
は
通
常
少
な
く
と
も
二

つ
の
含

意
が
あ
る
。
第

一
に
、
人
々
が
関
心
を
抱

く
事
柄

全
般
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う

「総
合
性
」

で
あ
る

が
、
創
刊
当
初

の
表
紙

に

「政
事

・
文
学

・
教

育

・
宗
教

・
経
済
」
と
頭
書
き
し
た
こ
と
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
実
際
は
も

っ
ぱ
ら
精
神
文
化

の
み

(1
)

に
わ
た
る
も

の
で
あ

っ
た
。
第
二
に
、
『中
央

公

論
』
は
昭
和
初
期

に
、
「思

い
き

っ
た
誌
面

の
刷

新

(大
衆
化
、
多
様
化
)
が
、
大
衆
社
会

の
不
特

定
多
数
読
者
を
ひ
き

つ
け
…
…
労
農
派
学
者
を
ふ

く
む
リ
ベ
ラ
ル
な
論
陣
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
な

ど
に
よ
る
時
代
意
識
の
反
映
、
中
間
読
物

の
発
展

な
ど
、
綜
合
誌
と
し
て
の
面
目
を
発
揮
」
し
た
と

評
さ
れ
る
よ
う

に
、
特
定

の
見
解
や
立
場

に
と
ら

わ
れ

る
こ
と
の
な

い
中
立
性

と
い
う
意
味

で
の

「総
合
性
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
総
合

雑
誌
は
も

っ
ぱ
ら
時
事
的
問
題

の
評
論
や
論
説
、

あ
る
い
は
創
作
を
通
じ
て
、
知
識
世
界
の
様
相
を

紹
介
し
、
し
だ
い
に
そ
の
数
を
増
し

つ
つ
あ

っ
た

日
本

の
知
的
読
者
層

の
要
望

に
応

え
る
も

の
だ

(
2
)

っ
た
。

つ
ま
り
、

一
般
的

に
い
っ
て
、
総
合
雑
誌

と
い
う
名
称

か
ら
直
接
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
、
広

範
な
読
者
層
を
対
象
に
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
記

事
を
網
羅
的

に
掲
載
す
る
だ
け
の
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
『中
央
公
論
』
が
誌
名
と
内
容
を
改

め

る
に
あ
た
っ
て
明
ら
か
に
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る

『太
陽
』

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
を
統
合
し
た
と

い
う
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
、
よ
り
幅
広

い
、
多
種

多
様
な
内
容
と
な

っ
た
。
『
日
本
商
業
雑
誌
』
、

『日
本
農
業
雑
誌
』
な
ど
に
あ

っ
た
実
務
的
記
事
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が
、
『太
陽
』
に
も

「商
業
欄
」
、
「農
業

…欄
」
と

し
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
「知
的

志
向
」

と
い
う
共
通
項
で
括
ら
れ
る
後
続

の
総
合
雑
誌
と

比
較
し
て
、
能
楽
や
相
撲
、
生
け
花
、
茶
道
ま
で

も
取
り
扱
う

『太
陽
』
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
雑

ぱ

く
な
体
裁

の
雑
誌
と

い
う

こ
と
に
な

る
が
、

「当
時
と
し
て
は
誠
に
驚
嘆
す
る

の
他

な
く
、
よ

く
売
れ
て
、
版
を
重
ね
た
こ
と
も
も

っ
と
も
な
ご

(
3
)

と
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
の
だ

っ
た
。
実

際
は
各

欄

の
読
者
層
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
重
な
る

こ
と
が

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
を

包
含
す
る
こ
の
よ
う
な
総
合
雑
誌

の
登
場

は
、
必

然
的
に
多
様
な
議
論
を
多
様
な
読
者
に
呈
示
す
る

こ
と
に
な
る
。
『太
陽
』
が
そ
の
ま
ま

一
般
世
論

を
形
成
す
る
場
だ

っ
た
と
短
絡
的
に
断
定

は
で
き

な
い
が
、
少
な
く
と
も
特
定

の
読
者
を
対

象
に
し

た
閉
じ
ら
れ
た
そ
れ
ま
で
の
議
論
が
何
ら

か
の
影

響
を
受
け
た
こ
と
は
予
想

で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、

女
性
向
け
雑
誌

は
今
な
お
世
界
中
で
普
遍

的
で
あ

る
な
か
で
、
十
九
世
紀
末

の
時
点
で
女
性

雑
誌
を

統
合

し
た

『太
陽
』
は
、
継

承
先
と

み
ら
れ

る

「家
庭
欄
」
で
の
議
論
を
ど

の
よ
う
に
展

開
し
た

だ
ろ
う
か
。
以
下
本
稿

で
は
、
「家
庭
欄
」

に
お

け
る

「家
庭
」
概
念
に
関
す
る
記
事
を
対
象
に
、

ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
側
面
か
ら
雑
誌

の

「総
合
化
」

の

意
味
と
展
開
を
検
証
し
て
ゆ
く
。

二
、
「家
庭
欄
」

の
登
場

発
行
す
る
雑
誌
を

『太
陽
』

一
誌

に
集
約
し
、

そ
の
代
わ
り
に
大
部
で
し
か
も
廉
価
な
も
の
に
す

る
と
い
う
、
博
文
館

の

コ

点
豪
華
主
義
」
は
、

創
刊
当
初
か
ら
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き

起

こ
し
、
営
業
戦
略
と
し
て
は
み
ご
と
な
成
功
を

(
4

)

お
さ
め
た
。
し
か
し
、

一
方

で
多
種
多
様
な
読
者

層
を
包
含
す
る
こ
と
で
、
編
集
に
も
新
た
な
工
夫

が
必
要
と
な

っ
た
。
そ
も
そ
も
、
雑
誌

の
統
合
が

時
代
の
流
れ
に
逆
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

危
惧

は
、
発
刊

の
言
葉

に
お
い
て
発
行
者
自
ら
認

識
し
て
い
た
こ
と
だ

っ
た
。

世
運

の
進
歩

は
事
物
を
益
々
多
端
な
ら
し
め
、

分
業

の
法
随

っ
て
愈
々
行
は
る
る
に
至
ら
し

む
る
は
天
下
の
通
則
な
り
。
故
に
雑
誌
の
如

き
も

一
事

一
物
必
ず
専
門
の
も

の
を
備

へ
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
は
固
よ
り
論
を
俟

た
ず
。
然

る
に
今
各
種
を
集

め
て
大
成
し
、
専
門
を
合

し
て
並
陳
し
、
以

て
相
混
載
す
る
に
至

っ
て

は
、
或
は
文
明
世
界
分
業

の
趣
旨
に
背
反
す

る

の
感

な
き

に
非
ず

…

…

(大
橋
新
太
郎

「太
陽
の
発
刊
」、
『太
陽
』
第
壱
巻
第
壱
号
、

一
八
九
五
)

近
代
性

の
表
象
と
し
て
階
層
や
年
齢
、
そ
し
て

性
別
に
よ

っ
て
人
々
が
細
か
く
分
類
、
位
置
づ
け

ら
れ
、
そ
の
結
果
読
者
層
も
ま
た
し
だ
い
に
細
分

化
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ

っ
た
の
に
た
い
し
、
そ

れ
に
逆
ら

っ
て

一
種

の
雑
誌
だ
け
で
対
応
し
よ
う

と
す
れ
ぽ
、
出
来
う
る
限
り
雑
誌
が
総
体
と
し
て

興
味
あ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

一

人
の
読
者
が
雑
誌
の
特
定

の
部
分
だ
け
し
か
興
味

を
も
て
な
い
と
し
た
ら
、
分
厚
い

『太
陽
』
の
外

見

の
立
派
さ
だ
け
を
誇
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
早
晩

陳
腐
化
し
、
雑
誌
購
読

の
意
欲
を
喪
失
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

「普
く
専
門
諸
大

家

の
力
を
集
め
、
広
く
中
外
諸
人
に
紹
介
し
て
以

て
相
互

の
智
見
を
交
換
せ
し
め
ん
と
す
る
」

(大

274



「総合化 された」雑誌 におけるジェンダーの表 象

橋
新
太
郎
、
「太
陽
の
発
刊
」)
と

い
う
よ

う

に
、

異
な
る
分
野
と

の
情
報

の
交
流

の
意
義
を
強
調
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
れ
を
人
文
知
識

の

総
合
を
意
図
す
る
啓
蒙
理
念
の
表
明
で
あ

る
と
単

純
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く

と
も

『太
陽
』
各
欄

の
記
事
は
、
従
前

よ
り
も
多

様
な
読
者
を
想
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
女
性
向
け
の
雑
誌

『日
本
之
女
学
』
、

『婦
女
雑
誌
』
を
引
き
継

い
だ

「家
庭
欄

」
も
ま

た
、
も

っ
ぱ
ら
女
性
向
け
だ
け

の
セ
ク
シ
ョ
ン
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
く
な
る
。

博
文
館
発
行
の
す
べ
て
の
雑
誌
が

『太
陽
』

に

統
合
さ
れ
た
わ
け

で
は
な

い
。
「読
者
愈

々
多
け

れ
ば
図
書

の
価
益
々
廉
な
ら
ざ
る
可
か

ら
ず
」

(大
橋
新
太
郎
、
「太
陽
の
発
刊
」
)
と
い
う
営
業
戦

略
が
基
本

で
は
あ

っ
た
が
、
子
供
向
け
の
雑
誌
だ

け
は

「合
併
す
べ
か
ら
ざ

る

『少
年
世
界
』
」
を

別
途
に
創
刊
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
関
心
も
発
達

も
異
な
る
児
童
の
読
者

に
独
自

の
雑
誌
が
求
め
ら

れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た
観

点
に
立
て
ば
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
も
雑
誌

の
基
本
性
格

を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
と
な
る
は
ず
だ

っ
た
。

い
わ
ゆ
る
女
性
雑
誌
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く

の
部
数
を
誇
る
、
独
自

の
メ
デ

ィ
ア
と
し
て
続

い

て
い
る
。
そ
し
て
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か

け
て
は
、
日
本

の
女
性
雑
誌
の
最
初

の
黄
金
期
だ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

一
九
〇
六
年

(明
治
三
九

年
)
に
創
刊

し
た
実
業

之
日
本
社

の

『婦

人
世

界
』
は
、

一
年
た
た
な
い
う
ち
に
毎
号
少
な
く
と

も
二
十
万
部
を
超
え
る
売
り
上
げ
を
誇
り
、
引
き

続
き
生
ま
れ
た

『婦
女
界
』
、
『主
婦
之
友
』
も
当

初
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
万
単
位
で
発
行
さ
れ
、

マ
ス

マ
ガ
ジ
ン
の
資
格
を
獲
得
し
た
。
こ
の

「女
性
雑

誌
ブ
ー
ム
」
に
先
立

つ
十
年
前
に
、
博
文
館
は
逆

に
自
社

の
女
性
雑
誌
を
、
明
ら
か
に
男
性
、
そ
れ

も
当
時
ま
だ
限
定
的
だ

っ
た
中
流
以
上
の
男
性
読

者
を
対
象
と
し
た
諸
雑
誌
と
合
併

さ
せ
、
「家
庭

欄
」
に
受
け
継
が
せ
た
の
だ

っ
た
。

『太
陽
』

の
三
十
三
年

の
歴
史

の
う
ち
、
家
庭
欄

が
設
け
ら
れ
た
の
は
創
刊

か
ら
九
年
間
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
体
裁
に
も
変
遷
が
あ
り
、
三
年
目
に
は
、

叢
談
、
礼
式
、
家
政
、
衛
生
、
娯
楽

の
各
セ
ク
シ

ョ
ン
に
分
類
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た
が
、
四
年
目

か
ら
は
細
か
な
分
類
は
な
さ
れ
ず
、
「家
庭
お
よ

び
叢
談
」
、
五
年
目

に
は
た
ん
に

「家
庭
叢
談
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
後
半
期

に

は
、
「家
庭
欄
」
は
文
化

に
関
す
る
雑
多
な

エ
ッ

セ
ー
と

一
緒

に
さ
れ
て
、
家
庭
に
つ
い
て
の
ウ

エ

イ
ト
は
軽
く
な

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
創

刊

の
当
初

に
は
、
「家
庭
欄
」
は

『太
陽
』

の
さ

ま
ざ
ま
な
ジ

ャ
ソ
ル
の
中

で
、
ど
う
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
頃

の

『太
陽
』
は

「論
説
」
、
「文
苑
」、
「地
理
」
と

い

っ
た
各
欄

の

見
出
し
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄

の
存
在
理
由
が

説
明
さ
れ
て
い
た
が
、
家
庭
欄
で
は
以
下
の
よ
う

な
役
割
が
謳
わ
れ
て
い
た
。

家
を
治
む
る
は
国
を
治
む
る
よ
り
難
し
、
割

烹

・
調
理

・
礼
式

・
手
芸

・
育
児

・
衛
生

・

行
事

・
流
行
は
大
綱

た
り
、
乃
其
細
目
に
渉

り
て
懇
到
適
切

に
之
を
記
述
し
、
家
庭
団
欒

の
道
を
教

へ
、
国
民
の
品
位
風
儀
を
増
進
せ

ん
と
す
。
(「家
庭
欄
趣
旨
」
『太
陽
』
第
壱
巻

第
壱
号
)

こ
れ
が
、
発
刊
第
三
年
目
の
明
治
三
十
年
に
は
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新

た
な
文
章

に
と

っ
て
か
わ
る
。

世

の
文
明
に
進
む
に
随

ひ
、
人
事
転

た
紛
冗

を
極
む
、
其
の
平
静
和
楽
別
世
界
を
為
す
も

の
、
唯

一
の
家
庭
あ
る
の
み
、
況
や
子
女

の

教
養
は
尤
も
家
庭

の
感
化
を
重
ん
ず

、
本
欄

之
が
指
南
車
た
り
。
(『太
陽
』
第
参
巻
第
九

号
)

『太
陽
』
が
た
と
え
よ
せ
あ

つ
め
の
結

果
生
ま

れ
た
雑
誌
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
総
合
雑
誌
と
し

て
出
発
し
た
以
上
、
『太
陽
』
の
も

つ
基

本
的
な

性
格
は
家
庭
欄
に
も
お
の
ず
と
反
映
し
て
く
る
。

二
つ
の
家
庭
欄
の
趣
旨
説
明
に
共
通
し
て
い
る
の

は
、
家
庭
を
国
家
に
結
び

つ
け
る
こ
と
だ

っ
た
。

家
庭

の
意
義

は
、
国
家

の
基
本

で
あ
る
国

民
を

「品
位
」
正
し
く
、
「風
儀
」
豊
か
に
養
成
す
る
こ

と
に
あ
り
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
国
民
を
作

る
と

い
う

点
で
、
家
庭

は
国
家

に
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
国
家
を
視
点

の
中
心

に
す
え

る
の
は
、
『太
陽
』
だ
け
で
な
く

こ
の
時
期

に
共

通
の
論
調
だ

っ
た
が
、

二
つ
の
趣
旨
説
明
を
比
較

す
る
と
、
当
初

の
も
の
で
は
家
庭

の
管
理
と
国
家

の
統
治
と
の
類
似
が
語
ら
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、

新
た
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
は
、
家
庭

の
公

的
な
世
界
に
た
い
す
る
私
的
な
場
、
く
つ
ろ
ぎ

の

場
と
い
う
側
面
が
明
確

に
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で

は
家
庭
は
必
ず
し
も
国
家
を
構
成
す
る
最
小
単
位

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と

密
接
に
関
連
し

つ
つ
も
、
国
家
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
公

の
世
界
と
は
質
的
に
異
な
る
、
独
立
し
た
世
界
と

認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
こ
の
趣
旨

説
明
こ
そ

「家
庭
欄
」
を
読

み
解
く
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
の
だ
。

三
、
「家
庭
」

の
男
性

こ
の
時
期
、
「家
庭
」
と
い
う
言
葉
は
社
会
的

に
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
定
着
し
て
は
い
な
か

っ
た
。

「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
夫
婦
関
係
中
心

の
ホ
ー
ム
」

を
踏
ま
え
た
巌
本
善
治
ら
の
啓
蒙
的
議
論
に
よ

っ

て
、
よ
う
や
く

一
八
九
〇
年
代
か
ら

「家
庭
」
と

(5

)

い
う
言
葉
が

一
種

の
流
行
語
に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。

徳
富
蘇
峰
が
主
筆
と
な

っ
て

一
八
九
二
年
創
刊
さ

れ
た

『家
庭
雑
誌
』
と
な
ら
び
、
『太
陽
』
「家
庭

欄
」
も
、
そ
う
し
た
潮
流
を
踏
ま
え
た
も
の
だ

っ

た
。
教
育
と
文
芸
な
ど
女
性

の
教
養
に
重
点
が
お

か
れ
た

『女
学
雑
誌
』
や
、
道
徳
や

マ
ナ
ー
を
説

い
た

『女
鑑
』
な
ど
旧
来

の
女
性
雑
誌
と
く
ら
べ

て
、
「家
庭
」
を
標
榜
す
る
こ
と
は
雑
誌

の
性
格

の
違

い
を
反
映
し
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
夫

婦
と
子
供
を
構
成
員

の
核
と
す
る

「家
庭
」
が
、

女
性
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
も
ま
た
関
心
と
責
任

と
を
分
担
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
す

る
。
『婦
女
雑
誌
』

の
読
者
を
引
き
継

い
だ
と
は

い
え
、
明
ら
か
に
読
者

の
圧
倒
的
多
数
が
男
性
だ

っ
た

『太
陽
』
が

「家
庭
欄
」
を
設
け
た
の
も
、

そ
の
意
味
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
に
か
な

っ
た
こ
と
だ

っ
た
。

実
際
、
『太
陽
』
は
も

っ
ぱ
ら
男
性

の
読
者

の

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
読
者
層
を
う
か
が
わ

せ
る

一
つ
の
例
と
し
て
、
「中
将
湯
」

の
広
告
を

あ
げ
て
お
こ
う
。
医
薬
品

は
書
籍
と
な
ら
ん
で
草

創
期
か
ら
メ
デ

ィ
ア
広
告

の
中
心
を
占

め
て
い
た

が
、
と
り
わ
け

一
八
九
三
年

に
婦
人
病

の
た
め
の

万
能
薬
を
謳

っ
て
津
村
順
天
堂
か
ら
発
売
さ
れ
た

「中
将
湯
」
は
、
商
標

の
錦
絵
風
美
人
を

シ
ソ
ボ
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ル
と
し
た
広
告
を
、
第
二
次
大
戦
後
ま
で
常
時
新

(6
)

聞
雑
誌

の
紙
面
に
掲
載
し
て
い
た
。
商
品

の
性
質

上
、
基
本
的
に

「中
将
湯
」

の
広
告
は
女
性
読
者

を
対
象

に
し
た
も

の
だ

っ
た
が
、
初
期

の

『太

陽
』
に
掲
載
し
た
も

の
は
他

の
も

の
と
宣
伝

コ
ピ

ー
が
異
な

っ
て
い
た
。

一
八
九
七
年

の

『
太
陽
』

に
の
っ
た
広
告
の
文
面
は
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

見
よ
、
女
と
云
ふ
女
、
母
を
持

て
る
子
、
妻

を
持

て
る
夫
、
娘
を
持
て
る
親
、
姉
妹
を
持

て
る
兄
弟
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
て
此
広
告

を
読

み
た
ま

へ
。
読
み
て
記
憶
し
玉

へ
。
日

本
国

に
中
将
湯
と
云
ふ
霊
薬
あ

る
こ
と
を
。

…
…
太
陽
之
愛
読
者
よ
、
諸
君
の
知

り
先

に

於

て
若
し
も
、
子
宮
、
血

の
道
、
さ

ん
前
さ

ん
後

の
諸
症
に
て
、
種
々
の
薬
を
用

ひ
て
も

其
効
な
く
困
難
す
る
人
あ
れ
ば
、
試

み
に
此

中
将
湯
を
服
用
せ
し
め
よ
…
…
百
発
百
中
。

(「中
将
湯
広
告
」、
『太
陽
』
第

四
巻
第
拾

八

号
)

こ
の
広
告
で
は
、
『太
陽
』

の
読
者
自

身
が
中

将
湯
を
必
要
と
し
、
使
用
す
る
と
は
想
定
し
て
い

な

い
。
最
初
の

「女
と
い
う
女
」
と
い
う
語
を
除

き
、
そ
れ
に
続
く
の
は
す
べ
て
男
性
読
者

へ
の
語

り
か
け
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
広
告
主
か
ら
み
れ

ば
、
『太
陽
』
に
女
性
読
者
が
多
数

い
る
と
は
み

な
し
て
い
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
こ
の
広
告
は

「家
庭
欄
」
の
読
ま
れ
方
と
暗
合
し
て
く
る
。
家

族
を
想
定
す

る
こ
と

で
、

『太
陽
』
で
の
婦
人
薬

の
宣
伝
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

『太
陽
』

の
家
庭
欄

に
も
、
後

の
女
性
向
け

マ

ス
マ
ガ
ジ
ソ
の
家
庭
記
事
、
実
用
記
事
な
ど
と
同

じ
、
料
理
や
育
児
、
衛
生
な
ど

の
記
述
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀

の
終
わ
り
の
時
点

で

も

っ
と
も
先
進
的
だ

っ
た

の
は
、
次

の
よ
う
な

「家
庭
」
概
念

の
紹
介
で
あ
る
。

独
り
家
庭
に
は
人
生
最
大

の
幸
福

ひ
そ
む
の

み
な
ら
ず
、
家
族
と
共
に
事
を
遂
ぐ
べ
き
を

も

て
い
み
じ
き
極
端
に
流
る
る
こ
と
な
し
。

然
か
も
慈
悲
恩
愛
あ
る
は
忍
耐
等

一
切

の
徳

行
を
み
が
く
因
縁
と
な
る
べ
し
。
故
に
今
日

の
如
く
人
情
日
に
薄
く
、
さ
る
に
国
運
月

に

煩
は
し
時
に
は
家
庭
の
観
念
を
国
民
に
普
か

ら
し
め
、
も
て
国
家
の
元
気
及
び
個
人

の
幸

福
を
増
さ
し
む
る
こ
そ
急
務
な
れ
。
蓋
し
お

の
れ
は
家
庭
と
は
決
し
て
単

に
家
屋
若
し
く

は
家
族

に
つ
き

て
言
ふ
に
あ
ら
ず

か
し
。
…

…
苟
尅
家
庭
と
い
ふ
に
は
左

の
如
き
条
項
を

備
ふ
べ
き
な
り
。

(三
輪
田
真
佐
子

「家
庭
の

観
念
」、
『太
陽
』
第
弐
巻
第
九
号
)

記
事
は
さ
ら
に
家
庭
が
家
庭
で
あ

る
た
め
の
条

件
と
し
て
三

つ
の
項
目
を
あ
げ
る
。
第

一
に
、
家

族
が
共
通

の
主
義
を
も

つ
こ
と
、
こ
の
場
合

の
主

義
と
は
、
信
仰
、

モ
ラ
ル
を
ふ
く
む
さ
ま
ざ
ま
な

行
動

の
指
針
を
意
味
し
よ
う
。
第
二
は
、
和
楽
、

こ
れ
は
快
楽
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
み
ら
れ
る
が
、

筆
者
は
家
庭

は
精
神
的
快
楽
を
も
た
ら
す
も

の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

つ
ま
り
、
家
族

の

問

の
愛
情
が
家
庭
に
は
不
可
欠
と
な
る
。
第
三
は
、

家
風
で
、
人
に
そ
れ
ぞ
れ
気
質
が
あ

る
よ
う
に
家

庭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
と

つ
く
家
風
が
形
成
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
。

た
だ
、
家
風
は
す
べ
か
ら
く
高
尚
、

か
つ
勤
勉
で
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節
約
に
つ
と
め
る
と

い
う
。

家
庭

の
た
め
の
こ
う
し
た
条
件
は
、
本
来
家
族

の
ひ
と
り
ひ
と
り
と
関
連
し
て
く
る
も
の
だ
が
、

当
時

の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
間

の
力
関
係
を
考
え
れ
ぽ
、

や
は
り
男
性
が

一
家

の
中
心
的
地
位
を
占

め
、
家

庭
の
主
義
や
家
風
な
ど
の
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
の

が
必
然
的

な
帰
結
だ

っ
た
。
『太
陽
』

の
家
庭
欄

が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
忠
実
に
、
家
庭

の
と
い
う

新
た
な
論
点
を
取
り
上
げ

る
こ
と
は
、
そ

の
ま
ま

多
く
の
男
性
を
重
要
な
読
み
手
と
し
て
包
含
す
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
書
斎
が

家
族

の
形
成
に
重

い
意
味
を
も

つ
と
説
く
次

の
よ

う
な
文
章
で
も
、
家
庭
と
い
う
場
で
の
男
性

の
責

務
を
示
唆
す
る
。

予
は

一
軒

の
家
に
は
必
ず

コ

の
書
斎
あ
る

べ
し
」
と
い
ふ
を
家
庭

の
憲
法
と
し
た
い
。

予
は
平
生
、
家
庭
と
い
ふ

一
ッ
の
団
体
が
、

一
処

に
な

っ
て
、
即
ち
主
人
、
主
婦

乃
至
子

供
諸
共
前

に
い
ふ
た
書
斎
に
集
ま
り

て
、

一

つ
の
書
物
を
読
ん
で
こ
れ
を
考

へ
、
知
識
智

恵

の
交
換
を
な
す
こ
と
に
し
た
く
、
…
…

(櫻
井
鴎
村

「家
庭

の
読
書
」、

巻
第
九
号
)

『太
陽
』
第
弐

こ
の
提
案
を
し
た
桜
井
鴎
村
は
、
津
田
梅
子
と

と
も

に
津
田
塾
を
設
立

し
た
人
物

で
、
『女
学
雑

誌
』
な
ど
で
女
性

の
教
育
、
生
活
な
ど
に
つ
い
て

積
極
的
な
発
言
を
行

っ
て
い
た
。
『近
事
評
論
』、

『家
庭
叢
談
』
な
ど

一
八
七
〇
年
代
の
雑
誌

で
は
、

男
性

の
家
庭
、
家
事

へ
の
関
与
が
説

か
れ
て
い
た

の
に
た
い
し
、

一
八
九
〇
年
代
後
半
と
も
な
る
と
、

家
庭
を
女
性
が
存
在
す
る
場
所

に
固
定
す
る
観
念

が
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
そ
れ
と
と
も
に
総
合
雑
誌

か
ら
家
庭

・
家
族
関
係
の
記
事
が
姿
を
消
す
よ
う

(
7

)

に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
家
庭
と
い
う
概
念

の
成
立

は
、
家
事
や
育
児
を
ジ

ェ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル
と
し
て

固
定
し
、
女
性
を
家
庭
に
と
じ
こ
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
社
会

の
こ
う
し
た
動
向
か
ら

一

歩
出
遅
れ
て
始
ま

っ
た

『太
陽
』

の
家
庭
論
議
は
、

そ
の
た
め
に
か
え

っ
て
新
た
な
要
素
を
そ
の
家
庭

像

に
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
桜
井
が
描
く

家
庭
に
お
い
て
は
、
女
性
が
そ

の
役
割
を
限
定
さ

れ
る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
居
場
所
で
あ
る
台
所
か

ら
書
斎

へ
と
引
き
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
読

書
と
い
う
行
為
は
、
家
庭

の
団
欒
を
実
現
さ
せ
る

が
、
家
族
が
夫
、
妻
、
子
ど
も

の
絆

の
た
め
に

一

冊
の
書
物

の
内
容
を
共
有

し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
そ

れ
を
朗
読
す
る
の
は
当
然
な
が
ら
夫

の
役
割
だ

っ

た
。書

斎
が
家
族

の
形
成
と
関
連
す
る
な
ら
ば
、
や

や
後
に
出
現
す
る
文
化
住
宅
に
も
新
た
な
解
釈
を

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
住
宅
に
は
二
通
り

の
定
義
が
あ
り
、
ひ
と

つ
は
洋
風
の
個
人
向
け
小

住
宅
を
指
し
、
も
う
ひ
と

つ
は
和
洋
折
衷

の
住
宅

を
指
す
も
の
だ
が
、
後
者
は
通
常
、
和
風
玄
関

の

よ
こ
に
外
見
も
内
装
も
洋
風

に
し
た
部
屋
を
付
設

す
る
。
こ
の
部
屋
は
、
和
風

の
客
間
を
西
洋
化

し
、

洋
室

の
応
接
間
と
し
た
も

の
と
説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
多
く

の
場
合
立
派
な
書
棚
を
備
え
る
洋
風
の

(8
)

応
接
間
は
書
斎
と
も
な

っ
た
。
そ
し
て
桜
井

の
主

張
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
来
客
の
た

め
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
新
た
に
形
成
さ
れ
る
家
族

が
集
う
象
徴
的
な
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ

ゆ
る
茶

の
間
が
、
も

っ
と
情
緒
的
で
、
血
の
つ
な

が
り
に
よ
る
家
族

の
場
所
だ
と
す
れ
ぽ
、
書
斎
は
、
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合
理
的
で
、
文
化
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
の
家
庭

の
た
め
の
シ
ソ
ボ
ル
的
空
間

で
も
あ

っ
た
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。

一
八
九
〇
年
代
の
家
庭

と
い
う

概
念

へ
の
関
心

の
高
ま
り
は
、
こ
う
し
て
次

の
世

代

に
は
、
上
層
中
流
ク
ラ
ス
の
住
宅
に
具
現
化
さ

れ
た
の
だ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
家
庭

に
ふ
さ

わ
し
い
外
見

の
家
が
実
際

に
出
現
し
た
と
し
て
も
、

内
部
に
住
ま
う
人
々
の
間

で
、
家
庭
に
つ
い
て
の

新
た
な
観
念

に
つ
い
て
、
容
易
に
合
意

に
達
す
る

と
は
限
ら
な
い
。
家
庭

の
観
念
が
浸
透
す

る
際
に

直
面
し
た
困
難

は
、
『太
陽
』
「家
庭
欄
」
を
通
じ

て
も
察
せ
ら
れ
る
。

四
、
女
性
教
育
と

「
家
庭
」

日
清
戦
争
後
の
時
期

に
か
け
て
、
家
庭

を
め
ぐ

っ
て
と
く
に
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
学
校
出

の
女

性
の
結
婚
後

の
生
活
だ

っ
た
。
こ
の
時
期
、
女
学

校
を
卒
業
す
る
女
性
は
、
飛
躍
的

に
数
を
増
し
た

が
、
彼
女
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
の
女
性
と
価
値
観
、

行
動
…様
式
を
異
に
す
る
新
世
代

の
女
性
だ

っ
た
。

新
し
い
教
育
を
受
け
た
女
性
た
ち
は
、
家
庭
を
形

成
し
て
ゆ
く
中
核
と
な
る
存
在
で
あ

る
は
ず
だ

っ

た
が
、
現
実

に
は
、
次

の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
堅
固
な
生
活
習
慣
が
壁
と
し
て
行
手
を
は
ぽ

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

貴
と
無
く
、
賤
と
な
く
、
都
も
、
其
ほ
ど
ほ

ど
に
、
女
子
が
為
に
設
立
せ
ら
る
る
、
学
校

の
数
も
、
日
に
月
に
、
多
く
な
り
行
く
、
最

と
嬉
し
き
事
な
り
。
…
…
昨
日
ま
で
は
、
学

び

の
園

に
、
花
を
も

て
あ
そ
び
し
少
女
子
も
、

今
日
は
、
若
草

の
つ
ま
持
た
る
婦
人
と
な
り

ホ

　

ム

て
、
う
ひ
う
ひ
し
き
家
族
に
、
馴
れ
ぬ
家
政

を
執
る
に
こ
そ
あ
れ
。
さ
て
も
、
学
校
に
在

り
し
日
は
、
板

の
間

に
、
机
腰
掛
並
べ
て
坐

は
り
、
あ
ら
ら
か
な
る
開
き
戸
、
開
け
た
て

し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
、
無
雑
作

に
挙
動
し

人
が
、
な
ほ
、
有
り
し
な
が
ら
に
、
畳

の
上

に
、
褥
打
ち
敷
き
、
天
保
時
代
を
そ
の
ま
ま

に
、
女
子
は
、
し
き
み
を
こ
ゆ
可
か
ら
ず
て

ふ
教

へ
を
、
唯

一
の
金
言
と
心
得

て
、
物
む

つ
か
し
げ
に
眉
根
寄
せ
つ
つ
在
す
る
、
舅
、

姑

の
前

に
、
三

つ
指

つ
く
身

の
窮
屈

さ
。

(敲
玉
女
史

「姑
母
と
少
婦
と
」、
『太
陽
』
第

四
巻
第
壱
号
)

こ
の
記
事
で
は
、
家
族
、
家
庭
、
両
方

に
ホ
ー

ム
と
ふ
り
が
な
が

つ
い
て
い
る
が
、
新
た
な
理
念

と
し
て
総
合
雑
誌
や
女
性
雑
誌

で
語
ら
れ
て
き
た

家
庭

は
、
実
際
は
ま
だ
は
る
か
に
遠

い
存
在

に
す

ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の

女
性
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
自
由
な
時
間
を

学
校

で
過
ご
し
、
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
た
女

性
も
、
結
婚
す
れ
ぽ
、
新
し
い
家
庭
を
つ
く
る
ど

こ
ろ
か
、
舅
、
姑
に
つ
か
え
る
、
ま

っ
た
く
昔
な

が
ら
の
生
活
が
待

っ
て
い
る
現
実
に
直
面
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ

っ
た
。
反
対
に
親

の
世
代

の
眼
か

ら
は
、
私
生
活

の
空
間
を
支
配
し
て
き

た
こ
れ
ま

で
の
秩
序

に
、
女
学
校
を
出
た
よ
う
な
女
性
は
適

合
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次

の
引
用
は
、

そ
う
し
た
見
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

今

の
世
は
、
新
旧
の
つ
ぎ
合
せ
目
に
て
、
何

に
よ
ら
ず
、
む
つ
か
し
き
も

の
ぞ
と
云
ふ
事

を
、

み
な
が
、
能
く
能
く
心
得

た
き
も

の
な

り
。
さ
れ
ど
、
其
れ
は
、
老

い
た
る
人

の
心
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用
ひ
を
、

い
さ
さ
か
促
が
し
た
る
に

て
、
又
、

若
き
女
子
だ
ち
に
向
ひ
て
も
、
亦
、

云
は
で

協

は
ぬ
こ
と
あ
り
。
当
世

の
新
婦
は
、
疑
ひ

も
無
く
、
辛
抱
弱
く
な
り
た
り
。
決

し
て
、

そ
の
か
み
の
女
子

の
如
く
、
堅
忍

の
力
を
養

ふ
に
乏
し
。
そ
の
う

へ
、
母
が
不
馴

れ
の
、

(勿
論
、
最
早
、
当
時

の
教
育
を
受

け
た
る

人
も
、
や
う
や
う
、
母
と
呼
ば
る
る

に
至
れ

る
も
あ
れ
ど
も
)
学
校
教
育
は
知
ら
ず
知
ら

ず
、
息
女
を
驕
ら
し
め
て
、
覚
え
ず
、
我
儘

に
せ
し
む
る
の
弊
を
免
が
れ
ず
、
こ
こ
に
於

て
か
、
家

に
在
り
て
、
通
学
す
る
間

は
、
従

来

の
少
女
と
違

ひ
て
、
こ
と
に
、
家
政

の
事

を
見
な
ら
は
し
む
る
こ
と
少
な
く
、
俄

に
し

て
、
他

の
家

の
嫁
す
る
に
及
び
て
は
、

一
切

す
べ
て
、
不
調
法
不
器
用
な
る
に
、

さ
て
、

理
屈
と
い
ふ
こ
と
は
、
存
外
に
わ
か
り
て
、

長
者
、
即
ち
、
良
人
、
舅
姑
の
云
ふ
こ
と
も
、

其
れ
は
不
理
な
り
、
彼
れ
は
、
不
当

な
り
と
、

あ
や
に
く
に
、
見
分
く
る
だ
け

の
目
は
あ
り

て
、
こ
れ
を
抑
ふ
る
忍
耐
力
は
、
甚

だ
、
そ

の
か
み
に
比
し
て
、
弱
し
と
す
れ
ば

、
勢
ひ
、

紛

々
の
起
る
も
、
余
儀
無
き
次
第
な
ら
ず
や
。

(ひ
さ
ご

「処
世
諷
刺
」、
『太
陽
』
第
四
巻
第

(9
)

拾

八

号

)

時
代

の
変
わ
り
目
に
新
世
代

の
も
の
が
旧
世
代

か
ら
批
判
を
受
け
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
と
し
な

が
ら
も
、
こ
こ
で
の
批
判
は
、
も

っ
ぽ
ら
学
校
教

育
を
う
け
た
若

い
女
性
の
方

に
向
け
ら
れ
る
。
同

じ
筆
者

の
別

の
記
事
に
よ
る
と
、
当
時
、
女
学
校

を
卒
業

し
た
女
性
は
、
話
し
方
や
文
章
が
男

っ
ぽ

い
、
あ
る
い
は
、
な
ま
い
き

で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
評
判
が
あ

っ
た
と
い
う
が
、
た
と
え
ば
、

の
ち

に
女
学
生
の
シ
ソ
ボ

ル
と
な
る
袴

の
着
用
も
、
当

初
は
彼
女
た
ち
の
自
由
奔
放
さ
を
示
す
も

の
と
し

(
10
)

て
、
大
き
な
論
議
を
巻
き
起
こ
し
た
の
だ

っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
、
女
子
教
育

に
対
す
る
社
会

一

般

の
見
方
が
、

一
時
的
に
冷
や
や
か
に
な

っ
て
い

た
こ
と
も
、
女
子
学
生
に
き
わ
め
て
批
判
的
な
こ

の
記
事
が
背
景

に
あ
る
。
た
と
え
ば
、、
一
八
九

一

年

(明
治
二
四
年
)
の

『国
民
之
友
』
は
、
女
学

校

で
の
女
子
教
育
が
い
か
に
現
実

の
生
活
か
ら
遊

離

し
て
い
る
か
を
指
摘

し
て
い
る
が
、
『太
陽
』

の
こ
の
記
事
も
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
内
容
と

(
11

)

な

っ
て
い
る
。
明
治
政
府

の
描
く
上
下
秩
序
が
明

確

に
定

め
ら
れ
た

「伝
統
的
」
家
族
像
と
、
女
子

教
育

の
め
ざ
す
方
向
と
の
食

い
違

い
が
、
こ
う
し

た
批
判
を
巻
き
起

こ
し
、
教
育
を
う
け
た
女
性

た

ち
は
、
公
定

の
家
族
関
係
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
、

「驕
り
」
「我
儘
」
な
者
と
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
こ

の
よ
う
な
風
潮

の
下
で
、
女
子
教
育
の
側
が
必
ず

し
も
全
面
的
に
屈
服
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
学
校
教
育
と
私
生
活
空
間

の
双

方
が
そ
れ
ぞ
れ
譲
り
合

っ
た
結
果
が
、
女
学
校

に

お
け
る
良
妻
賢
母
教
育

へ
の
傾
斜

で
あ
り
、
ま
た
、

私
生
活
に
お
け
る
家
庭
の
概
念

の
登
場
だ

っ
た
。

次

の
記
事
は
、
そ
う
し
た
双
方

の
妥
協

の
プ

ロ
セ

ス
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

姑

母

な

ど

の

「
御

身

は
、

学

校

を

卒

へ
し

と

や

。

斯

許

の

こ
と

は
、

為

し

得

ら

る

べ

し

と

思

ひ

し

を
、
」

な

ど

云

ひ
、

又

は

、

「
其

れ

が

、

今

の
教

育

と

云

ふ

も

の

に
や

、

さ

て

も

、

怪

し

き

事

哉

。

わ

が

身

若

か

り

し
時

は
、

か

く

そ

」

な

ど

、

云

は
れ

、

夫

、

将

た
、

反

対

に
、
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「総合化 された」雑誌 におけるジェンダーの表 象

「左
許
り

の
こ
と
、
今
時

の
者
が
解

せ
ず
と

は
如
何
。
其
程

の
事
は
、
自
ら
、
断
行
し
、

得
ら
る
べ
き
を
」
な
ど
も
云
は
る
か
し
。
…

…
少
女
が
学
校

に
於
て
学
べ
る
所
の
、
大

い

に
、
其
実
地
と
相

ひ
離
隔
し
た
る
を
覚
え
て
、

失
望
不
満

の
感
あ
る
べ
き
を
云
ひ
、
以
て
、

其
考

へ
の
、
な
ほ
思
ひ
過
れ
る
所
あ

る
こ
と

を
指
点
せ
ん
と
す
。
…
…
女
子
が
、
其
学
校

に
、
業
を
修
む
る
時
は
、
家
政
、
即

ち
裁
縫

料
理
等

の
学
科
技
芸
を
好
む
者
は
少

な
く
、

否
寧
ろ
有
望

の
生
徒
は
、
そ
れ
を
好

ま
ず
し

て
、
必
ず
、
文
学
、
歴
史
等
の
若
き

、
高
尚

の
学
科
を
好
む
者
な
り
。

こ
れ
、
実

に
、
道

理
、
人
情

の
、
然
ら
し
む
る
所
、
ま
た
、
決

し
て
、
甚
だ
無
理
な
ら
ざ

る
也
。
故

に
、
其

教
ふ
る
人
、
学
ぶ
人
、
能
く
、
其
自

ら
を
省

み
、
又
他
を
戒
め
て
、
常
に
其
女
子

た
る
事

を
忘
れ
ざ
ら
し
む
る
に
あ
り
。
単

へ
に
、
た

だ
女
子
の
天
職
を
知
り
、
女
子
の
責
務
を
考

へ
し
む
べ
し
。
…
…
凡
そ
、
女
子
が
国
家

の

為
め
に
、
大
功
を
立

つ
る
こ
と
は
、
陽
に
行

ふ
こ
と
よ
り
も
、
寧

ろ
、
陰

に
行
ふ
業
に
在

り
。
其
夫
を
助
け
、
其
子
女
を
教

へ
、
又
、

其
家
政
を
整
頓
、
節
約
す
る
。
ま
た
、
決
し

て
小
々
に
非
る
な
り
。

(敲
玉
女
史

「母
儀
た

る
べ
き
人

の
心
得
」、
『太
陽
』
第
四
巻
第
六

号
)

学
校
教
育
で
得
た
知
識
は
、
実
際
の
家
庭
生
活

で
は
な
ん
の
意
味
も
な
い
と
、
姑

は
馬
鹿
に
す
る

も

の
の
、
嫁
に
し
て
み
れ
ぽ
、
む
し
ろ
そ
う
し
た

勉
強

の
方
に
本
来
興
味
や
関
心
が
そ
そ
ら
れ
る
の

で
あ

っ
て
、
「女
子
の
天
職
」
と
し
て
良
妻
賢
母

の
責
務
を
引
き
受
け
る
の
は
、
妥
協
を
は
か

っ
た

の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
庭

の
場
そ

の
も
の
も
変
化
し

つ
つ
あ
り
、
妻
が
夫
と
完
全
に

対
等
で
あ
る
に
は
程
遠

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
夫

は
妻
に
あ
る
程
度
の
自
主
性
を
許
す
べ
き
だ
し
、

ま
た
期
待
す
べ
き
だ
と
の
見
方
が
支
持
さ
れ
て
き

た
。
家
を
基
礎
と
す
る
親

の
世
代
に
た
い
し
、
消

極
的
な
妻

に
満
足
で
き
な
い
よ
う
な
夫
婦
の
関
係

こ
そ
、
家
庭

の
理
念
が
現
実
の
も

の
と
な

っ
て
ゆ

く
出
発
点
だ

っ
た
。

五
、
お
わ
り

に

『太
陽
』

の
家
庭
欄

の
執
筆
者
に
は
、
男
性
も
女

性
も

い
た
が
、
教
育
を
う
け
た
女
性
が
結
婚
後

に

直
面
す
る
問
題
を
指
摘
し
た
の
は
、

い
ず
れ
も
女

性

の
手

に
よ
る
も

の
だ

っ
た
。
男
性
が
家
庭

の
理

念
や
時
代
と
関
連
を
説
き
が
ち
だ

っ
た
の
に
く
ら

べ
、
女
性
は
よ
り
身
近
な
現
実
を
見
据
え
る
こ
と

を
意
識
的
に
自
ら
の
守
備
範
囲
と
し
た
こ
と
は
、

次

の
文

に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ひ
さ
ご
は
、
な
る
べ
く
、
女
子

の
上
に
就
き

た
る
こ
と
、
社
会
風
教

の
上
に
関
し
た
こ
と

を
こ
そ
云
は
め
、
政
治
な
ど
の
上

に
就
き
て

は
、
よ
し
、
腹
ふ
く
る
る
わ
ざ
あ
り
と
も
、

云
は
じ
語
ら
じ
と
思
ひ
つ
れ
ど
も
…
…

(ひ

さ
ご

「処
世
諷
刺
」、
『太
陽
』
第
四
巻
第
拾
弐

号
)

天
下
国
家
を
論
じ
る
よ
り
も
、
な
る
べ
く
視
線

を
周
辺

に
集
中
す
る
こ
と
で
、
彼
女
は
家
庭

の
実

際
に
形
成
さ
れ
て
行
く
プ

ロ
セ
ス
を
、
そ
こ
で
生
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ま
れ
る
問
題
と
と
も
に
明
ら
か
に
し
た
。

た
だ
、

語
り
か
け
る
相
手
は
女
性
読
者
と
は
限
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
女
子
教
育
の
問
題
を
訴
え
、
ま
た
、
男

性

の
方
の
意
識

の
変
革
を
多
少
な
り
と
も
示
唆
し

て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
語
り
か
け
る
対
象

は
む

し
ろ
男
性
読
者
が
中
心
だ

っ
た
と
さ
え

い
え
る
。

実
際
、
家
庭
文
化
を

つ
く
り
、

一
家
団
欒

を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
男
性
も
大
き
な
責
任
を
負
う
は

ず
だ

っ
た
。
加
藤
弘
之
も
そ
う
し
た
責
務

を
承
認

し
て
い
る
。

夫
婦
の
間

の
和
せ
ぬ
の
も
随
分
多
い
。
其
の

和

せ
ぬ
の
も
女
房
の
外

に
妾
が
あ
る
と
か
、

家

に
妾
は
な
く
と
も
余
所

に
あ
る
と
か
、
親

爺
が
誠
に
酒
を
飲
み
て
不
行
跡
で
あ

る
と
か
、

酒
を
飲
め
ぽ
芸
者
の
様
な
も
の
を
呼

ん
で
来

て
、
さ
う

い
ふ
者
を
相
手

に
し
て
騒

ぐ
と
か
、

或

は
貴
顕
紳
士
と
云
は
る
る
立
派
な
人
が
寄

っ
て
弄
花
を
す
る
と
か
云
ふ
様
な
事
が
あ
る
。

…
…
母
親
は
善

い
母
親
に
し
て
子
供

の
将
来

を
祈

っ
て
、
家
庭

の
教
育
を
厳
重
に
し
て
立

派

に
し
や
う
と
思
ふ
て
も
、
家

の
親
爺

の
風

俗
が
今
日
言
語
道
断

で
あ
る
と
云
ふ
様
な
事

で
は
、
今
日
不
言

の
教
は
出
来
る
も
の
で
は

な
い
。
(加
藤
弘
之

「家
庭
の
改
良
」、
『太
陽
』

第
五
巻
第
七
号
)

そ
れ
ま
で
、
め
か
け
や
愛
人
を

つ
く

っ
た
り
酒

や
ば
く
ち
に
お
ぼ
れ
る
な
ど
、
家
庭

の
形
成

の
障

害
と
な
る
の
は
、
も

っ
ぱ
ら
男
性

の
行
為
だ

っ
た
。

こ
の
記
事
は
、
「家
庭
欄
」
で
は
な
く

「論
説
欄
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
加
藤
弘
之
が
当

時

の
第

一
級

の
知
識
人
と
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め

の
待
遇
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「家
庭
欄
」

の
中
心
の
主
題
だ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
、
新
た
な

家
庭
概
念

に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
は
、
男

性
読
者
を
重
要
な
読
者
層
と
想
定
し
て
い
た
の
だ

っ
た
。
た
だ
反
面
、
そ
れ
は
、
多
く
の
女
性
読
者

が
興
味
を
も

つ
他

の
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
や
読
み
物
、

た
と
え
ぽ
家
事
、
衛
生
、
教
育
、
あ

る

い
は
上

流

・
有
名
女
性

の
情
報
な
ど
が
充
分
盛
り
込
ま
れ

な

い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
す
で
に
雑
誌

読
者
層

の
重
要
な
部
分
を
占
め
始

め
て
い
た
女
性

の
た
め
に
、
博
文
館
は
新
た
に

一
九
〇

一
年

(明

治
三
四
年
)
に

『女
学
世
界
』
を
創
刊

し
、
『太

陽
』
「家
庭
欄
」
は
そ
の
二
年
後

の

一
九
〇
三
年

に
消
え
去
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
〇

五
年

に
は
、
『女
学
世
界
』
を
発
行
部
数

で
あ

っ

と
い
う
問
に
抜
き
去
り
、
二
十
万
部
と
い
う
売
り

上
げ
を
誇
る
、
実
業
之
日
本
社

の

『婦
人
世
界
』

が
登
場
し
、
女
性
読
者
と

の
心
情
的

一
体
感
を
売

り
物

に
す
る
、
女
性

マ
ス
マ
ガ
ジ
ン
時
代
が
到
来

す
る
こ
と
に
な
る
。

注(1
)

『中

央
公

論
社

七
十

年
史

』

(中

央

公
論
社

、

一
九
五

五
)
、

六

二
頁
。

(2
)

尾

崎

秀
樹

『書

物

の
運

命
』

(出

版

ニ

ュ

ー

ス
社
、

一
九
九

一
)
、

二

二
〇
1

一
=

頁

。

(3
)

小

川

菊

松

『
日

本

出

版

界

の
あ

ゆ

み
』

(誠

文
堂

新
光

社
、

一
九

六

二
)
、

四

二
頁

。

(4
)

大
和

田
茂

「
『
太
陽

』
創
刊

号

の
反
響

」
、

『
日
本

研
究

』

第

=
二
集

、
九

〇
1

九

二
頁

。

(5
)

西
川

祐

子

「住

ま

い
の
変

遷

と

「家
庭

」

の
成

立
」
、

女

性
史

総

合

研

究

会

編

『
日
本

女

性
生

活
史

』
第

四
巻

(東

京
大

学
出

版
会

、

一
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九
九
〇

)
、

三
〇

1

一
頁
。

(
6
)

瀬

木
博

信
編

『広

告

六
十
年

』

(博

報

堂
、

一
九

五
五

)
、
五

一
-

五

二
頁
。

(
7
)

牟

田
和

恵

『
戦
略

と

し

て

の
家
族

ー
近

代

日
本

の
国

民

国
家

形

成

と

女
性

』

(新

曜
社

、

一
九

九
六

)
、

六

二
i

六

四
頁
。

(
8
)

平
井

聖

『住

生

活

史
』

(放

送

大

学

教

育

振

興
会
、

一
九

八
九

)
、

一
八
九

頁
。

(
9
)

こ

の

「
ひ
さ

ご
」

と

い
う

ペ

ン
ネ

ー

ム
を

名
乗

る

の
は
、

次

の
述
懐

か
ら
分

か

る
よ
う

に
、

花
圃

女
史

の
号

で
も
執
筆

し
て

い
た
、

三
宅
雪

嶺

の
妻

の
三
宅

龍

子

で
あ

る
。

《
私

の
号

の
花

圃

と

い
う

の
も
、
花

蹊

(跡
見

花
蹊

引

用

者

注
)

に
ち
な

ん
だ
も

の
で
ご
ざ

い
ま

す
が

、

「女

学

雑

誌
」

な

ど

に
よ

く
使

ひ
ま

し

た
。

ひ

さ
ご
女
史

と

い
ふ
号
も

、
千

代
瀧

と

い
ふ
先

生

の

お
姉

さ

ん
が
、

「
こ
れ

は
あ

な

た

の

こ
と

で

す

よ
」

と

お

っ
し

ゃ

っ
て
、

「
ぶ

ら

ぶ
ら

暮

ら

す
や

う

で
も

へ
う

た
ん

の
胸

の
あ

た

り

に
締

め

く
く

り
あ

り
」

と

い
ふ
歌

を
短
冊

に
書

い
て
下

す

っ
た

の
を
、

そ

の
ま
ま

い
た
だ

い
た

の
で
ご

ざ

い
ま
す

。
》

(神

崎

清

『
現

代

婦

人

伝
』
、

中

央
公
論

社
、

一
九

四
〇
、

八

四
頁

)

(
10
)

女
学
生

に
袴

と
靴
を
着

用

さ

せ
る

よ
う
規

定

し
た

の
は
、

一
八
八
五

年

(明
治

十

八
年

)

に
開
設

さ

れ

た
華

族
女

学
校

で
、

下

田
歌

子

の

発

案

と

さ

れ

る
。

(
『実

践

女

子

学

園

八

十

年

史

』
、

実
践

女
子

学
園

、

一
九

八

一
、

三
〇
頁

)

し

か
し
、

一
九

〇
〇
年

(明

治

三
三
年

)

に
な

っ
て
も
、
宇

都
宮

高
等

女
学

校

で

は
、

袴

を
着

け

て
登
校

し

た
生

徒

に
対

し
、

「
若

シ

コ
ノ
際

彼
等

ノ
欲

望

を
満
足

セ

シ
メ
バ
他

日

の
訓
育

上

ニ
モ
影
響

尠

カ

ラ
ザ

ル
ベ

シ
」

と

い
う
意

見
が

職

員

か
ら
出

さ

れ

た
と

い
う
。

(唐

沢
富

太

郎

『女

子
学

生

の
歴
史

』
、
木

耳
社

、

一
九
七

九
、

一
四
〇
1

四

一
頁
)

(11
)

唐
沢

富

太
郎

『
学
生

の
歴

史
』

(創
文

社

、

一
九
五

五
)
、

一
二
ニ
ー

二
三
頁
。
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