
与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

一

周
知
の
と
お
り
、
与
謝
野
晶
子
は
、｢

や
は
肌
の
あ
つ
き
血
汐
に
ふ
れ
も

見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君｣
や

｢

く
ろ
髪
の
千
す
じ
の
髪
の
み
だ

れ
髪
か
つ
お
も
ひ
み
だ
れ
お
も
ひ
み
だ
る
る｣

な
ど
の
歌
を
詠
ん
だ
歌
集

『

み
だ
れ
髪』

を
明
治
三
十
四

(

一
九
〇
一)
年
に
刊
行
し
、
当
時
の
若
い

知
識
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
こ
の
歌
集
が
与
謝
野
姓
を
名
乗

る
以
前
の
、
晶
子
自
身
の
恋
愛
の

｢

物
語｣

と
と
も
に
読
ま
れ
、
晶
子
が

｢

恋
愛｣

の
具
現
者
と
し
て
関
心
を
持
た
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

与
謝
野
鉄
幹
と
鳳
晶
子
が
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の
が
明
治
三
十
三
年
八
月
の

こ
と
、
歌
の
師
と
し
て
の
尊
敬
か
ら
や
が
て
恋
愛
感
情
へ
と
発
展
し
、
明
く

る
年
の
粟
田
山
で
の
逢
瀬
を
経
て
、
六
月
に
は
上
京
、
鉄
幹
の
も
と
に
身
を

寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。
八
月
に
刊
行
さ
れ
た

『

み
だ
れ
髪』

に
は

｢

こ
も
り

居
に
集
の
歌
ぬ
く
ね
た
み
妻
五
月
の
や
ど
の
二
人
う
つ
く
し
き｣

と
い
っ
た

歌
の
よ
う
に
、
歌
集
に
収
録
す
る
歌
を
二
人
で
選
ぶ
姿
を
賛
美
す
る
歌
な
ど

も
収
め
ら
れ
た
。
十
月
一
日
に
は
木
村
鷹
太
郎
を
媒
酌
人
と
し
て
結
婚
。
翌

年
の
一
月
十
三
日
に
入
籍
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
秋
に
上
京
し
た
石
川
啄
木

は
、
与
謝
野
夫
婦
と
会
っ
た
あ
と
、｢

晶
子
さ
ま
は
気
品
の
高
い
女
で
す
。

若
し
あ
の
人
を
醜
い
と
か
何
と
か
評
す
る
人
が
あ
っ
た
ら
私
は
そ
の
人
の
極

め
て
卑
下
な
人
格
の
人
と
断
言
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す｣

(

小
林
茂
雄
宛
、

一
九
〇
二
年
一
一
月
一
八
日)

と
友
人
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
が
、
晶
子
は
、

そ
の
歌
だ
け
で
な
く
、
恋
愛
の
成
功
者
と
し
て
若
い
世
代
に
感
化
を
与
え
て

い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
晶
子
は
、
明
治
四
十
二

(

一
九
〇
九)

年
頃
よ
り
評
論
を
書
き

は
じ
め
、
大
正
時
代
に
は
旺
盛
な
評
論
活
動
を
展
開
す
る
に
い
た
り
、｢

恋

愛｣

や

｢

結
婚｣

に
関
し
て
も
多
く
の
発
言
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
発

言
は
、｢

母
性
保
護
論
争｣

の
議
論
と
も
接
点
を
持
ち
な
が
ら
、
晶
子
の
女

性
論
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
評
論
活
動
の
中
で
展
開
さ
れ
た
晶
子
の

｢

結
婚｣

観
を
、
女
性
の
経
済
的
自
立
の
主
張
と
併
せ
て
考
察
し
、
そ
の
同
時
代
史
的
、

現
代
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

( 1 )
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二

与
謝
野
晶
子
の

｢

結
婚｣

観
は
、｢

結
婚
の
新
様
式｣

(｢

太
陽｣

一
九
一

六
年
六
月)

と
い
う
文
章
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

私
の
云
ふ
結
婚
は
、
第
一
に
二
人
が
省
み
て
純
粋
と
熱
烈
と
聡
明
と

を
備
へ
た
と
自
覚
さ
れ
る
愛
情
の
一
致
。
第
二
に
男
も
女
も
自
分
一
人

に
要
す
る
衣
食
の
資
力
だ
け
を
各
自
に
何
等
か
の
労
働
で
収
得
す
る
こ

と
。
第
三
に
そ
の
各
自
の
収
入
を
持
ち
寄
つ
て
、
そ
の
収
入
の
程
度
で

或
は
間
借
り
を
し
、
或
は
一
戸
を
借
り
て
合
資
的
協
同
生
活
を
営
む
こ

と
。
第
四
に
子
供
の
養
育
費
を
或
程
度
ま
で
儲
蓄
し
得
る
ま
で
は
、
不

幸
な
境
遇
に
置
く
こ
と
の
予
想
せ
ら
れ
る
や
う
な
子
供
を
産
ま
ぬ
用
意

を
す
る
こ
と
。
第
五
に
万
一
後
日
に
愛
情
が
齟
齬
す
る
や
う
に
な
つ
て
、

其
れ
を
調
節
す
る
こ
と
に
あ
ら
ゆ
る
真
実
の
努
力
を
加
へ
て
も
到
底
回

復
の
見
込
の
立
た
な
い
時
は
、
断
然
合
意
的
に
聡
明
な
解
決
を
撰
ん
で

離
婚
す
る
こ
と
。

晶
子
が
、｢

結
婚｣

を

｢

愛
情
の
一
致｣

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
こ
と
、
女
性
も

｢

労
働｣

し
、
経
済
的
に
自
立
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

｢

結
婚｣

が

｢

恋
愛｣

や

｢

愛
情｣

に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
主
張
は
、
晶
子
の

｢

結
婚｣

論
の
大
前
提
で
あ
る
。｢

愛
情
の
全
く
欠
け

た
結
婚
、
愛
情
の
比
例
し
な
い
結
婚
、
年
齢
が
余
り
に
相
違
し
て
居
る
為
に

愛
情
と
体
質
と
の
平
衡
を
得
な
い
結
婚
な
ど
が
、
何
う
し
て
生
涯
の
幸
福
を

期
し
得
ら
れ
や
う｣

(｢

理
智
に
聴
く
女｣

｢

婦
人
乃
鑑｣

一
九
一
一
年
八
月)

と
い
っ
た
発
言
は
、
晶
子
の
評
論
活
動
の
当
初
か
ら
み
ら
れ
、
そ
の
後
も

｢

恋
愛
は
結
婚
の
精
神
で
あ
り
、
結
婚
は
恋
愛
の
体
制
で
あ
る｣

(｢

結
婚
の

現
代
的
意
義｣

｢

中
外
新
論｣

一
九
一
八
年
二
月
一
日)

、｢

結
婚
に
就
て
最

も
大
切
な
事
は
両
者
の
愛
情｣

(｢

娘
の
結
婚｣

｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
二

六
年
一
一
月)

と
い
っ
た
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、｢

恋
愛｣

｢

愛
情｣

と

｢

結
婚｣

の
結
び
付
き
の
必
要
性
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
時
に
、｢

恋
愛
結
婚
は
愛
情
の
民
主
主
義
化
で
あ
る
。
当
事
者

が
み
づ
か
ら
選
択
す
る
と
共
に
み
づ
か
ら
責
任
を
負
ふ
結
婚
で
あ
る
。
こ
の

結
婚
を
完
成
す
る
こ
と
は
一
生
の
訓
練
を
要
す
る｣

(｢

愛
の
訓
練｣

｢

女
学

世
界｣

一
九
一
七
年
六
月)

、｢

夫
婦
の
間
に
其
愛
を
常
に
新
し
く
創
作
す
る

努
力
が
無
け
れ
ば
、
真
の
理
想
的
夫
婦
と
は
云
は
れ
な
い｣

(｢

愛
の
創
作｣

｢

明
星｣

一
九
二
一
年
一
二
月)

と
い
っ
た
発
言
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、｢

結

婚｣

は
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
夫
寛

と
の
結
婚
生
活
の
中
で
感
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

晶
子
三
十
代
の
文
章
が
あ
る
。

現
在
で
は
ま
だ
奇
蹟
の
や
う
に
思
は
れ
て
居
る
恋
愛
結
婚
が
生
活
理

想
の
急
転
に
由
つ
て
遍
く
実
行
さ
れ
る
時
代
が
遠
か
ら
ず
来
る
と
し
て

も
、
人
の
心
は
固
定
し
て
居
な
い
の
で
す
か
ら
、
其
恋
愛
が
自
然
に
解

体
す
る
機
会
が
生
じ
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
熱
烈
な
愛
情
の
上
に
結

ば
れ
た
夫
婦
生
活
が
必
し
も
永
久
に
一
致
を
続
け
て
居
な
か
つ
た
例
は

昔
か
ら
少
く
な
い
こ
と
で
す
。(｢

貞
操
は
道
徳
以
上
に
尊
貴
で
あ
る｣

｢

淑
女
画
報｣

一
九
一
五
年
一
二
月)

( 2 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

そ
し
て
、｢

愛
の
創
作｣

(

前
掲)

で
は
、｢

私
自
身
の
経
験
を
云
ふ
と
、

こ
の
廿
年
間
に
私
達
夫
婦
の
愛
情
は
ど
れ
だ
け
多
く
変
化
し
て
来
た
か
知
れ

ま
せ
ん
。
決
し
て
最
初
の
儘
の
恋
愛
を
以
て
一
貫
し
、
終
始
変
る
こ
と
の
無

か
つ
た
と
云
ふ
風
の
固
定
し
た
静
的
な
夫
婦
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん｣

、｢

私

達
は
昨
日
の
恋
愛
を
其
儘
に
静
止
さ
せ
、
其
上
に
糊
塗
し
て
、『

永
久
不
変

の
愛』

と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
頼
み
に
し
て
居
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常

に
大
に
二
人
の
愛
が
進
化
移
動
し
て
止
ま
な
い
事
を
祈
つ
て
居
る
の
で
す｣

と
書
き
、
自
身
の
経
験
に
言
及
し
つ
つ
夫
婦
の

｢

愛
情｣

を
継
続
さ
せ
る
努

力
に
つ
い
て
の
発
言
を
重
ね
て
い
る
。
後
年
の
文
章
で
は

｢

結
婚
生
活
を
完

成
し
て
行
く
一
生
の
過
程
は
一
面
に
苦
行
の
過
程
で
あ
り
、
そ
の
苦
行
に
堪

へ
て
挫
折
し
な
い
所
に
、
す
べ
て
の
人
間
活
動
が
さヽ
うヽ
で
あ
る
如
く
、
大
き

な
享
楽
が
あ
る｣

(｢

結
婚
は
若
い
二
人
の
責
任｣
｢

婦
人
公
論｣

一
九
三
四

年
八
月)

と
、｢

苦
行｣

と
い
う
言
葉
で
た
と
え
て
お
り
、
平
穏
と
ば
か
り

い
え
な
か
っ
た
寛
と
の
結
婚
生
活
を
う
か
が
わ
せ
て
も
い
る１

。

と
こ
ろ
で
、
晶
子
は
主
に

｢

愛｣
｢

愛
情｣

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
情
熱
的
な
恋
愛
を
意
味
し
な
い
。
晶
子
は
、
自
身
の

恋
愛
を
ふ
り
か
え
っ
て

｢

何
事
を
も
恋
愛
に
引
附
け
て
本
末
軽
重
を
評
価｣

(｢

私
の
恋
愛
観｣
｢

女
学
世
界｣

一
九
一
六
年
七
月)

す
る
よ
う
な
恋
愛
偏

重
の
時
期
を
経
て
現
在
に
至
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、『

み
だ
れ
髪』

に
み
ら

れ
た
よ
う
な

｢

恋
愛
偏
重
時
代｣

と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、
別
の

文
章
で
は

｢

結
婚
前
の
男
女
交
際
は
物
事
の
解
つ
た
父
母
師
友
兄
弟
な
ど
の

立
会
を
得
て
必
ず
行
ふ
事
を
主
張
す
る
。
か
の
絶
対
の
自
由
恋
愛
な
ど
を
唱

へ
る
も
の
は
、
自
己
の
尊
貴
を
疎
か
に
す
る
軽
は
づ
み
の
女
で
あ
る｣

(

前

掲

｢

理
智
に
聴
く
女｣)

と
さ
え
言
い
、｢

夫
婦
、
親
子
、
朋
友
の
愛
も
初
め

の
中
は
感
情
一
偏
の
愛
で
あ
る
が
、
少
し
年
齢
が
長
け
て
行
つ
た
後
に
誠
実

と
知
性
と
の
理
解
が
伴
は
な
い
愛
は
危
い｣

(｢

姑
と
嫁
に
就
て｣

｢

太
陽｣

一
九
一
五
年
九
月)

と
述
べ
て
い
る
。
評
論
家
と
し
て
の
晶
子
は
む
し
ろ
理

性
的
な
結
び
付
き
に
よ
る
結
婚
を
説
く
の
で
あ
る
。

な
お
、
晶
子
の
言
う
よ
う
に

｢

結
婚｣

が

｢

恋
愛｣

や

｢

愛
情｣

を
基
礎

と
す
る
べ
き
も
の
だ
と
し
て
、
明
治
、
大
正
時
代
に
そ
う
し
た
条
件
が
あ
っ

た
か
と
い
え
ば
、
晶
子
が

｢

奇
蹟
の
や
う
に
思
は
れ
て
居
る
恋
愛
結
婚｣

と

呼
ん
だ
よ
う
に
、
や
は
り
多
く
の
面
で
制
約
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
晶
子
も
、

そ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
の
外
に
お
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。｢

良
人
の
選

択
は
娘
自
ら
社
交
界
に
遊
ぶ
自
由
を
利
用
し
て
択
ぶ
と
も
、
物
事
の
解
つ
た

師
友
や
父
兄
が
先
づ
選
択
し
て
、
娘
が
更
に
随
意
に
諾
否
を
決
す
る
と
も
、

何
れ
で
も
可
い
と
思
ひ
ま
す｣

(｢

婦
人
の
青
春
時
代｣

｢

女
学
世
界｣

一
九

一
一
年
一
月
一
五
日)

と
い
っ
た
発
言
な
ど

｢

出
会
い｣

に
関
し
て
柔
軟
な

姿
勢
を
見
せ
て
い
る
ほ
か
、｢

男
女
を
互
に
幼
い
時
か
ら
親
し
く
さ
せ
て
慣

れ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要｣

だ
と
し
て
、｢

小
学
か
ら
男
女
を
共
学
さ
せ
、
女

学
校
を
廃
し
て
、
中
学
に
於
て
も
男
女
を
共
学
さ
せ
る
や
う
に
し
た
い｣

(｢

将
来
の
男
女
道
徳｣

｢

大
阪
毎
日
新
聞｣

一
九
一
七
年
一
月
八
日)

と
い

う
提
言
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、｢

私
は
男
女
合
意
の
結
婚
で
な
く
て
は
真
の
結
婚
と
認
め
難
い｣

と
す
る
一
方
、｢

良
縁
が
な
け
れ
ば
結
婚
し
な
い
と
云
ふ
堅
実
な
覚
悟
が
必

要
だ
と
思
ひ
ま
す
。
男
も
女
も
結
婚
し
な
け
れ
ば
生
き
て
行
か
れ
な
い
と
云

ふ
も
の
で
な
い｣

(｢

生
理
上
並
び
に
現
代
日
本
の
社
会
状
態
よ
り
観
た
る
女

子
の
結
婚
適
齢｣

｢

婦
人
公
論｣

一
九
一
六
年
一
月)

と
、｢

恋
愛｣

と

｢

結

婚｣

を
め
ぐ
る
日
本
の
現
実
を
踏
ま
え
た
発
言
も
行
っ
て
お
り
、
評
論
家
と

( 3 )



し
て
の
晶
子
は
必
ず
し
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
恋
愛
至
上
主
義
者
で
は
な
か
っ

た２

。

三

こ
の
よ
う
な
晶
子
の
結
婚
観
は
、｢

結
婚｣

｢

愛
情｣

を
支
え
る
た
め
に
女

性
の
経
済
的
な
自
立
の
必
要
を
説
く
点
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
独
自
性
を
示

し
て
い
る３

。
男
子
の
財
力
を
あヽ
てヽ
に
し
て
結
婚
し
及
び
分
娩
す
る
女
子
は
、
た
と

ひ
其
れ
が
恋
愛
関
係
の
成
立
し
て
居
る
男
女
の
仲
で
あ
つ
て
も
、
経
済

的
に
は
依
頼
主
義
を
採
つ
て
男
子
の
奴
隷
と
な
り
、
若
く
は
男
子
の
労

働
の
成
果
を
侵
害
し
盗
用
し
つ
ゝ
あ
る
者
だ
と
思
ひ
ま
す
。
男
女
相
互

の
経
済
上
の
独
立
を
顧
慮
し
な
い
恋
愛
結
婚
は
不
備
な
結
婚
で
あ
つ
て

今
後
の
結
婚
の
理
想
と
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。(｢

女
子
の
徹
底
し

た
独
立｣

｢

婦
人
公
論｣

一
九
一
八
年
三
月)

｢

母
性
保
護
論
争
の
発
端｣

(

香
内
信
子４)

と
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
が
、

晶
子
の

｢

結
婚｣

観
に
は
、
女
性
の
経
済
的
自
立
と
い
う
問
題
が
分
か
ち
難

く
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
問
題
意
識
は

｢

女
は
掠
奪
者｣

(｢

横
浜
貿
易
新

報｣

一
九
一
七
年
一
二
月
一
六
日)

と
い
う
詩
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

呉
服
屋
の
閾
を
跨
ぐ
女
に
／
掠
奪
者
で
無
い
女
が
あ
ら
う
か
。
／
掠
奪

者
、
こ
の
名
は
怖
ろ
し
い
、
／
し
か
し
、
こ
の
名
に
値
す
る
罪
悪
を
／

恬て
ん

と
し
て
実
行
し
て
居
る
者
は
、
／
あ
あ
世
界
無
数
の
女
で
は
無
い
か
。

／
―
其
女
の
一
人
に
私
が
あ
る
―
／
女
は
父
の
、
兄
の
、
弟
の
、
／
良

人
の
、
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
、
／
智
識
と
筋
力
と
血
と
汗
を
集
め
た
／
労

働
の
結
果
で
あ
る
財
力
を
奪
つ
て
／
我
物
の
如
く
に
振
舞
つ
て
居
る
。

／
一
掛
の
襟
を
買
ふ
金
と
て
も
／
女
自
身
の
正
当
な
所
有
で
は
無
い
。

／
女
が
呉
服
屋
へ
、
化
粧
品
屋
へ
、
／
貴
金
属
商
へ
支
払
ふ
／
あ
の
巨

大
な
額
の
金
は
／
悉
く
男
子
の
懐
か
ら
奪
ひ
取
る
の
で
あ
る
。(

第
三

連)《
前
略
》
お
前
は
妻
と
し
て
／
ど
れ
だ
け
良
人
の
職
業
を
理
解
し
、
／

ど
れ
だ
け
其
れ
を
助
成
し
た
か
。
／
お
前
は
良
人
の
伴
侶
と
し
て
／
対

等
に
何
の
思
想
を
語
り
得
る
か
。(

第
四
連)

お
前
は
一
日
の
糧か
て

を
買
ふ
代し
ろ

を
さ
へ
／
自
分
の
労
働
で
儲
け
た
こ
と
が

あ
る
か
。
《
後
略
》

(

第
五
連)

さ
ら
に
第
六
連
で
は

｢

私
は
先
づ
働
ら
か
う
、
／
私
は
一
切
の
女
に
裏
切

る
、
／
私
は
掠
奪
者
の
名
を
愧
ぢ
る
。｣

と
う
た
わ
れ
る
が
、
こ
の
詩
は
中

流
以
上
の

｢

家
庭｣

に
あ
る
女
性
を

｢

掠
奪
者｣

と
し
て
規
定
し
、
女
性
の

経
済
的
自
立
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
市
場
に
供
さ

れ
る
労
働
だ
け
が
労
働
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
内
包
す
る
晶
子
の
見
解
は
当

然
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が５

、
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
女
性
の
経
済
的

自
立
へ
の
強
い
思
い
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

晶
子
の
こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
、
平
塚
ら
い
て
う
が

｢

婦
人
の
経
済
的

独
立
は
と
も
あ
れ
、
十
分
な
言
葉
の
意
味
で
の
母
の
経
済
的
独
立
と
い
ふ
こ

( 4 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

と
は
余
程
特
殊
な
労
働
能
力
の
あ
る
者
の
外
は
全
然
不
可
能
な
こ
と
だ
と
し

か
私
に
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん｣

(｢

母
性
保
護
の
主
張
は
依
頼
主
義
か｣

｢

婦

人
公
論｣

一
九
一
八
年
五
月)

と
、｢

母
性｣

保
護
の
立
場
か
ら
反
論
し
、

こ
れ
に
対
し
て
晶
子
は
、｢

労
働
制
度
の
改
造
も
男
女
相
互
の
経
済
的
独
立

心
が
旺
盛
に
さ
へ
な
れ
ば
実
現
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
す｣

(｢

平
塚
さ
ん
と
私

の
論
争｣

｢
太
陽｣

一
九
一
八
年
六
月)

と
答
え
た
。
こ
れ
に
、
山
田
わ
か

や
山
川
菊
栄
が
加
わ
っ
て
応
酬
が
続
く
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る

｢

母
性
保

護
論
争｣

が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
論
争
を
晶
子
の

｢
結
婚｣

観
と
の
か
か
わ
り
で
い
え
ば
、
晶
子
が

｢

女
性
の
経
済
的
自
立｣

を
主
張
し
た
の
は
、
夫
婦
が
対
等
な
立
場
に
あ
る

こ
と
が

｢

結
婚
生
活｣

の
う
え
で
不
可
欠
だ
と
み
て
い
る
か
ら
だ
。
晶
子
に

よ
れ
ば
、｢

夫
婦
が
対
等
の
位
地
で
互
に
尊
敬
し
自
然
に
相
和
し
て
行
か
れ

る
様
な
立
派
な
道
徳
の
上
に
家
庭
を
作
る
事
を
教
へ
な
い
の
は
未
開
野
蛮
の

遺
風｣

(｢

離
婚
に
つ
い
て｣

｢

東
京
二
六
新
聞｣
一
九
〇
九
年
四
月
八
〜
一

一
日)

で
あ
り
、
男
女
の
関
係
は
あ
く
ま
で
対
等
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、｢

真
の
精
神
生
活
、
最
も
堅
実
な
精
神
生
活
の
重
要
な
一
つ

の
条
件
と
し
て
女
子
の
職
業
的
独
立
を
主
張
し
ま
す｣

(｢

婦
人
の
経
済
的
独

立｣

一
九
一
七
年
一
二
月)

と
い
う
言
葉
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
対
等
な

関
係
と
は
、
経
済
的
な
独
立
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
格
的
、
精
神
的
に
独
立
し

た
者
同
士
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、｢

婦
人
改
造
の
基
礎
的
考
察｣

(｢

改
造｣

一
九
一
九

年
四
月)

で
は
、
女
性
の
改
造
の
方
向
と
し
て
挙
げ
て
い
る

｢

自
我
発
展
主

義｣
｢

文
化
主
義｣

｢

男
女
平
等
主
義｣

｢

人
類
無
階
級
的
連
帯
的
責
任
主
義｣

と
並
ん
で
、｢

汎
労
働
主
義｣

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ト
ル
ス

ト
イ
に
よ
っ
て

｢

学
問
的
基
礎｣

を
与
え
ら
れ
た
と
す
る
こ
の

｢

汎
労
働
主

義｣

に
つ
い
て
、
晶
子
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
は
文
化
価
値
を
創
造
す
る
文
化
生
活
の
過
程
は
全
く
労
働
の
過
程

で
あ
る
と
考
へ
、
人
は
心
的
ま
た
は
体
的
に
労
働
す
る
こ
と
に
由
つ
て

初
め
て
自
我
の
発
展
が
出
来
る
の
で
す
か
ら
、
文
化
生
活
は
労
働
の
所

産
で
あ
り
、
人
間
が
一
様
に
労
働
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
外
に
し
て
、
決

し
て
文
化
主
義
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
と
思
ふ
の
で
す
。
そ
れ
で
私

は
、
す
べ
て
の
人
間
が
労
働
道
徳
の
実
行
者
と
な
る
こ
と
を
望
み
、
現

在
の
や
う
に
不
労
所
得
に
由
つ
て
衣
食
す
る
階
級
と
、
労
働
の
報
酬
に

由
つ
て
衣
食
す
る
階
級
と
の
対
抗
を
無
く
し
て
、
労
働
者
ば
か
り
の
社

会
と
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
居
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
立
場
か
ら

｢

女
子
に
も
あ
ら
ゆ
る
労
働
と
職
業
と
を
要
求

し
、
ま
た
其
れ
の
準
備
と
し
て
女
子
の
高
等
教
育
を
要
求｣

す
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、｢

労
働
す
る
こ
と
に
由
つ
て
初
め
て
自
我
の
発
展
が
出
来
る｣

と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、｢

す
べ
て
の
人
間
が
労
働
道
徳
の
実
行
者
と

な
る
こ
と｣

に
よ
っ
て
、｢

文
化
主
義｣

が
実
現
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う６

。
右
の
一
文
に
い
う

｢

不
労
所
得
に
由
つ
て
衣
食
す
る
階

級｣

と
は

｢

資
本
家｣

を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
同
じ
論
理
は

女
性
に
も
適
用
さ
れ
る
。｢

汎
労
働
主
義｣

と
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
が

｢

労
働｣

す
る
こ
と
で
あ
り
、
女
性
も
例
外
で
は
な
い
。
晶
子
に
と
っ
て

｢

労
働｣

と

は
、
単
に
生
活
の
た
め
の
賃
稼
ぎ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
女
性
が
職
業
を
持
ち
、
労
働
を
す
る
の
な
ら
ば
、｢

家
庭｣

は
男

( 5 )



女
協
同
で
営
ま
れ
る
も
の
と
な
る
。
晶
子
は
、｢

家
庭
は
男
と
女
と
か
ら
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
女
子
に
家
政
の
訓
練
が
必
要
で
あ
る
な
ら
、
協

同
生
活
の
組
合
員
で
あ
る
男
子
に
も
家
政
の
訓
練
が
必
要
で
あ
る｣

と
言
い
、

｢

夫
婦
と
し
て
相
互
の
恋
愛
を
完
成
し
、
父
母
と
し
て
子
女
を
愛
育
し
、
社

会
の
一
員
と
し
て
其
義
務
を
行
ふ
根
拠
地
が
家
庭
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
家
庭

と
は
男
に
も
女
に
も
平
等
に
必
要
な
場
処
で
あ
る
の
で
す｣

(｢

家
政
に
対
す

る
私
の
解
釈｣

｢
横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
一
七
年
六
月
一
〇
日)

と
主
張
す

る
。｢

親
と
し
て
の
男
女
協
力｣

(｢

婦
女
新
聞｣

一
九
二
〇
年
一
一
月
二
八

日)

で
は
、｢

只
今
の
若
い
親
達
は
、
文
字
通
り
に
男
女
協
力
の
中
に
子
供

を
育
て
よ
う
と
し
て
居
ま
す
。
従
来
の
習
慣
で
は
、
子
供
は
母
任
せ
で
、
父

親
は
殆
ど
関
係
し
な
い
の
が
当
り
前
の
事
に
な
つ
て
居
ま
し
た
が
、
只
今
は
、

嬰
児
の
時
か
ら
、
乳
の
世
話
、
衣
類
の
選
択
、
衛
生
の
注
意
に
至
る
ま
で
、

父
親
が
母
と
等
分
に
、
そ
の
責
任
と
苦
労
と
を
共
に
し
て
居
ま
す｣

と
書
い

て
い
る
。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
が
あ
っ
た
の
か
、
小
山
静
子
の
言
う

と
お
り
、｢

あ
ま
り
に
現
実
離
れ
し
た
印
象
を
与
え
る７｣
。
晶
子
の
見
聞
し
た

新
中
間
層
の
一
部
で
は
そ
の
よ
う
な
家
庭
も
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い８

。

四

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
晶
子
の
論
理
は
、
晶
子
が
評
論
活
動
を
展
開
し
た

当
初
か
ら

｢

良
妻
賢
母
主
義｣

へ
の
批
判
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。

常
日
頃
私
は
今
の
女
子
教
育
が
未
だ
未
だ
真
の
文
明
教
育
の
趣
意
に

遠
か
つ
て
居
る
と
思
つ
て
居
り
ま
す
。
女
子
大
学
な
ど
と
申
す
立
派
な

名
義
の
学
校
ま
で
出
来
乍
ら
、
多
数
の
生
徒
は
何
を
習
つ
て
居
る
か
と

云
へ
ば
、
良
妻
賢
母
主
義
の
倫
理
と
家
政
科
と
言
ふ
割に

烹た
き

の
御
稽
古
と

が
主
に
成
つ
て
居
り
ま
す
。(｢

離
婚
に
つ
い
て｣

｢

東
京
二
六
新
聞｣

一
九
〇
九
年
四
月
八
日
〜
一
一
日)

近
頃
女
子
の
職
能
を
制
限
し
て
結
婚
す
る
事
と
子
を
生
み
且
つ
養
育

す
る
事
と
の
み
に
あ
る
と
力
説
す
る
人
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
現
代
の

根
本
精
神
の
一
つ
で
あ
る

｢

自
由
討
究｣

を
重
ん
ず
る
私
共
の
心
に
は

｢

何
故
に｣

と
叫
ば
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。(｢

女
子
の
独
立
自
営｣

｢

婦
人

の
鑑｣

一
九
一
一
年
四
月)

小
山
静
子
に
よ
れ
ば９

、
良
き
妻
、
賢
い
母
で
あ
れ
と
す
る

｢

良
妻
賢
母｣

主
義
は
、
次
世
代
の
国
民
の
養
成
、
夫
の
社
会
的
な
労
働
等
を
家
庭
で
支
え

る
も
の
と
し
て
、
一
八
九
〇
年
代
頃
よ
り
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
晶

子
は
早
く
か
ら
そ
の
批
判
者
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
性
的
役
割
分
業
を
前
提

に
し
、
女
性
に

｢

女
ら
し
さ｣

の
規
範
を
課
す
も
の
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

｢

良
妻
賢
母｣

育
成
の
対
象
と
な
る
の
は
、
ま
ず

は
当
時
の
中
流
以
上
の
階
級
の
女
性
た
ち
だ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
や
が
て

｢

主
婦｣

と
な
る
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
晶
子
の
女
子
高
等

教
育
に
対
す
る
発
言
や
、
中
流
以
上
の
階
級
の
女
性
へ
の
提
言
、
訴
え
と
い

う
か
た
ち
で
評
論
は
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
晶
子
の
評
論
の
発
表
媒
体

自
体
が
一
定
の
知
識
層
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。と

こ
ろ
で
、
晶
子
が
良
妻
賢
母
像
を
批
判
し
、
女
性
の
自
立
を
促
し
た
背

( 6 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

景
と
し
て
、
第
一
に
、
晶
子
の
理
想
に
平
安
朝
の
女
性
た
ち
―
と
り
わ
け
紫

式
部
が
い
た
こ
と
、
ま
た
、
晶
子
自
身
が
堺
の
実
家
の
菓
子
屋
駿
河
屋
で

｢
働
く
女
性｣

だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

晶
子
は
、｢

理
智
に
聴
く
女｣

(

前
掲)

で
、｢

徳
川
時
代
以
前
の
女
が
親

よ
り
家
産
を
子
女
に
平
分
せ
ら
れ
生
活
の
保
障
を
得
て
居
た
為
に
、
心
に
も

無
い
財
産
結
婚
を
拒
み
得
た
如
く
、
自
労
自
活
の
資
格
に
自
恃
の
あ
る
女
は
、

男
子
の
収
入
を
当
に
生
き
る
が
如
き
依
頼
心
を
持
た
ず
に
、
毅
然
た
る
態
度

を
執
る
事
が
出
来
る
。
然
う
な
れ
ば
女
は
蔭
の
物
で
な
い
、
立
派
に
独
立
せ

る
一
個
の
人
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
た
が
、｢

経
済
の
保
障
が
あ
つ
て
自
由

な
生
活
を
実
行
し
得
た
と
云
ふ
こ
と
も
女
流
文
学
者
が
其
才
分
を
伸
ば
し
得

た
原
因
に
な
つ
て
居｣

(｢

紫
式
部
と
其
時
代｣

｢

新
真
婦
人｣

一
九
一
五
年

一
〇
月)

た
の
で
あ
り
、
晶
子
が

｢

天
才
婦
人｣

と
し
て

｢

日
本
女
性
史
上

の
唯
一
人｣

(｢

紫
式
部
の
事
ど
も｣

｢

淑
女
画
報｣

一
九
一
五
年
一
一
月)

で
あ
る
紫
式
部
も
そ
う
し
た
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る�

。

ま
た
、
晶
子
は
少
女
時
代
か
ら
自
分
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
何
度
も
書
い

て
い
る
が
、｢

母
性
保
護
論
争｣

の
渦
中
に
も
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
は
四
、
五
歳
の
時
か
ら
貧
し
い
家
庭
の
苦
痛
を
知
り
初
め
、
十
一
、

二
歳
よ
り
家
計
に
関
係
し
て
、
使
用
人
の
多
い
家
業
の
労
働
に
服
し
な

が
ら
、
廿
二
、
三
歳
ま
で
の
間
に
、
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
と
焦
慮
と
を
経
験

し
て
、
幾
度
か
破
綻
に
瀕
し
た
一
家
を
、
老
年
の
父
母
に
代
り
、
外
に

学
ん
で
居
る
兄
や
妹
に
も
知
ら
せ
ず
に
、
兎
に
も
角
に
も
私
一
人
の
微

力
で
、
一
家
を
維
持
し
整
理
し
て
来
た
の
で
す
。
他
人
が
中
年
に
な
つ

て
経
験
す
る
経
済
生
活
の
試
練
を
私
は
娘
時
代
に
於
て
嘗
め
尽
し
ま
し

た
。(｢

平
塚
、
山
川
、
山
田
三
女
史
に
答
ふ｣

｢

太
陽｣

一
九
一
八
年

一
一
月)

田
川
健
三
が
指
摘
す
る
と
お
り
、｢

与
謝
野
晶
子
は
も
と
も
と
町
人
の
出

で
あ｣

り
、｢

彼
女
の
中
の
、
人
間
が
自
分
の
生
き
て
い
く
食
い
ぶ
ち
を
自

分
で
稼
ぐ
の
は
当
り
前
、
さ
も
な
け
れ
ば
人
間
と
し
て
の
自
立
を
、
従
っ
て

人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
失
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
感
覚
は
、
自
ら
働
く
こ
と

に
よ
っ
て
生
き
て
き
た
町
人(

や
農
民)

の
当
然
の
生
活
感
覚
な
の
で
あ
る�｣

。

ま
た
、
田
川
は
、
晶
子
が

｢

食
う
た
め
に
働
い
て
い
る
大
多
数
の
庶
民
の
生

活
を
知
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
発
し
て
も
の
を
考
え
て
い
る｣

と
指
摘
し
て

い
る
が
、
実
際
、
晶
子
は
、
漁
村
や
農
村
で
働
く
女
性
や
、
工
場
で
働
く
女

性
に
関
す
る
言
及
が
多
い
。｢

母
性
保
護
論
争｣

の
渦
中
も

｢

誰
も
知
る
通

り
種
々
の
繊
維
工
業
を
初
め
、
鉱
業
其
他
の
工
場
労
働
に
服
し
て
居
る
我
国

の
女
子
は
六
十
万
を
越
え
て
居
る
。
之
に
農
業
、
漁
業
、
女
中
、
仲
仕
人
足
、

行
商
人
、
店
員
、
事
務
員
等
に
従
事
し
て
居
る
女
子
を
加
へ
る
な
ら
、
労
働

階
級
の
婦
人
は
非
常
に
大
数
に
上
り
、
其
数
は
男
子
の
労
働
者
の
倍
数
に
も

当
る
で
あ
ら
う
と
想
は
れ
る｣

(｢

女
子
の
職
業
的
独
立
を
原
則
と
せ
よ｣

｢

女
学
世
界｣

一
九
一
八
年
一
月)

と
書
い
て
い
る
。

そ
れ
を
実
際
の
数
字
で
見
て
み
る
と
、
一
九
二
〇
年
の
有
業
率

(

全
人
口

に
占
め
る
有
業
者
の
比
率)

は
、
男
性
が
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
一
六
九
七
万

人
、
女
性
が
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
一
〇
二
二
万
人�

、
そ
の
う
ち
女
性
の
職
種

の
分
布
は
、
多
い
順
に
農
林
業(

六
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト)

、
工
業(

一
五
・

五
パ
ー
セ
ン
ト)

、
商
業

(

一
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト)

、
家
事
使
用
人

(

五
・

二
パ
ー
セ
ン
ト)
で
あ
る�

。
晶
子
が
、｢

労
働
階
級
の
婦
人｣

が

｢

男
子
の

( 7 )



労
働
者
数
の
倍
数
に
当
る｣

と
い
う
の
は
い
い
過
ぎ
だ
が
、
多
く
の
女
性
が

職
業
に
就
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
一
〇
年
の
労
働
力

率
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
二
〇
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り�

、
晶

子
の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
落
合
恵
美
子
の
作
成
し
た
年
齢
別
女
子
労
働
力
の
変
化
の
図
を
参

照
す
る
と�

、
女
子
労
働
力
率
の
頂
点
は
結
婚
前
に
あ
り
、
そ
の
後
職
業
か
ら

離
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
一
八
八
〇
年
は
ま
だ
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
の
女

性
が
四
〇
代
後
半
ま
で
は
働
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇
〇
年
で
六
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
、
一
九
二
〇
年
で
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
女
性
が
結
婚
後
も

働
い
て
い
る
。
結
婚
後
、
い
っ
た
ん
退
職
し
、
再
度
職
に
就
く
と
い
っ
た
か

た
ち
の

｢

Ｍ
字
型
曲
線｣

を
は
っ
き
り
描
く
の
は
、
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

落
合
恵
美
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

戦
後
、
女
性
は
社
会
進
出
し
た｣

の

で
は
な
く
、｢

戦
後
、
女
性
は
主
婦
化
し
た｣
の
で
あ
る
。
ら
い
て
う
は

｢

婦
人
の
経
済
的
独
立
は
と
も
あ
れ
、
十
分
な
言
葉
の
意
味
で
母
の
経
済
的

独
立
と
い
ふ
こ
と
は
余
程
特
殊
な
労
働
能
力
あ
る
者
の
外
は
全
然
不
可
能
な

こ
と
だ
と
し
か
私
に
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん｣

(｢

母
性
保
護
の
主
張
は
依
頼
主

義
か｣

｢

婦
人
公
論｣

一
九
一
八
年
五
月)

と
言
っ
た
が
、
女
性
が

｢

母
性

保
護｣

も
賃
金
も
不
十
分
な
中
で
既
に
働
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ

る
。
晶
子
の

｢

経
済
的
独
立｣

の
論
拠
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
多
数
の
働
く

女
性
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

し
か
し
、
女
性
た
ち
が

｢

経
済
的
独
立｣

に
足
る
賃
金
を
得
て
い
た
か
と

い
う
と
、
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け

｢

下

層
民
に
と
っ
て
は
、『

男
は
仕
事
、
女
は
家
庭』

、
あ
る
い
は

『

男
は
家
族
の

扶
養
者
、
女
は
家
事』

で
は
な
く
、『

男
は
生
計
維
持
の
責
任
者
、
女
は
生

計
補
助
者』

と
い
う
性
別
役
割
分
担
が
貫
徹
し
て
い
た｣

(

姫
岡
と
し
子�)

。

晶
子
は
先
に
挙
げ
た

｢

結
婚
の
新
様
式｣

で
は
、｢

男
も
女
も
自
分
一
人

に
要
す
る
衣
食
の
資
力
だ
け
を
各
自
に
何
等
か
の
労
働
で
収
得
す
る
こ
と｣

｢

各
自
の
収
入
を
持
ち
寄
つ
て
、
そ
の
収
入
の
程
度
で
或
は
間
借
り
を
し
、

或
は
一
戸
を
借
り
て
合
資
的
協
同
生
活
を
営
む
こ
と｣

｢

子
供
の
養
育
費
を

或
程
度
ま
で
儲
蓄
し
得
る
ま
で
は
、
不
幸
な
境
遇
に
置
く
こ
と
の
予
想
せ
ら

れ
る
や
う
な
子
供
を
産
ま
ぬ
用
意
を
す
る
こ
と｣

と
い
っ
た
項
目
を
挙
げ
、

母
性
保
護
論
争
の
渦
中
に
も

｢

男
も
女
も
自
分
達
夫
婦
の
物
質
的
生
活
は
勿

論
、
未
来
に
生
る
べ
き
我
子
の
哺
育
と
教
育
と
を
持
続
し
得
る
だ
け
の
経
済

上
の
保
障
が
相
互
の
労
働
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
確
信
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の

財
力
が
既
に
男
女
の
何
れ
に
も
貯
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
待
つ
て
、
結
婚
し
且

つ
分
娩
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
た
と
ひ
男
子
に
そ
の
経
済
上
の
保
障
が
あ

つ
て
も
女
子
に
ま
だ
そ
の
保
障
が
無
い
間
は
、
結
婚
及
び
分
娩
を
避
く
べ
き

も
の
だ
と
思
ひ
ま
す｣

(｢

女
子
の
徹
底
し
た
独
立｣

｢

婦
人
公
論｣

一
九
一

八
年
三
月)

と
書
い
た
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
当
時
ど
れ
だ
け
の
現
実
性
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
明
治
四
十
五

(

一
九
一
二)

年
の
職
種
別
賃
金
で
一
日
に
稼
ぐ

賃
金
が
、
男
性
で

｢

機
械｣

六
六
銭
、｢

電
気｣

五
六
銭
、｢

印
刷
・
製
本｣

五
二
銭
、｢

製
紙｣

五
十
銭
、｢

農
作
日
雇｣

で
四
四
銭
の
と
き
に
、
女
性
は
、

｢

機
械｣
が
二
七
銭
、｢

蚕
糸
・
繰
糸｣

で
三
一
銭
、｢

製
紙｣

二
六
銭
、｢

綿

紡
績｣

二
八
銭
、｢

農
作
日
雇｣

二
九
銭
で
あ
る�

。
同
じ

｢

製
紙｣

で
女
性

は
半
額
程
度
の
賃
金
で
あ
る
。
か
り
に
一
カ
月
休
ま
ず
に
三
〇
日
働
い
た
と

( 8 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

し
て
も
、｢

機
械｣

で
八
円
、｢

蚕
糸
・
繰
糸｣

で
九
円
程
度�

。
明
治
三
十
年

代
に
お
い
て
、
横
山
源
之
助
は

｢

職
工
に
し
て
日
七
十
銭
以
上
の
収
入
あ
る

か
然
ら
ざ
れ
ば
独
身
な
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
父
母
妻
子
に
他
の
職
業
あ
り
て

生
活
を
補
ふ
こ
と
な
け
れ
ば
、
一
に
家
長
者
の
賃
金
の
み
を
以
て
し
て
は
到

底
一
日
の
生
活
を
能
く
す
る
能
は
ざ
る
な
り
、
而
も
日
に
七
十
銭
以
上
の
収

入
あ
る
者
、
多
数
職
工
中
果
し
て
幾
割
あ
る
べ
き
ぞ｣

(『

日
本
之
下
層
社
会』

教
文
館
、
一
八
九
九
年
四
月)

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
一
〇
年
た
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
の
労
働
者
の
賃
金
は
七
十
銭
に
達
し
て
い
な
い
。
中
川
清
に
よ
る
と
、

｢

実
支
出
階
層
一
五
円
未
満
の
工
場
労
働
者
は
、
お
お
む
ね
独
身
で
、
そ
の

支
出
構
造
と
し
て
は

『

細
民』
と
類
似
し
て｣

い
た
と
い
う
が�

、
男
性
の
賃

金
で
以
上
の
よ
う
な
有
り
様
で
あ
り
、
ま
し
て
独
身
女
性
の
経
済
的
自
立
は

か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る

｢

職
業
婦
人｣

を
例
に
と
っ
て
み
て
み
る
と
、
時
代
は

下
っ
て
貨
幣
価
値
も
異
な
る
が
、
村
上
信
彦
が
紹
介
す
る
大
正
十
三

(

一
九

二
四)

年
の
東
京
市
社
会
局
の
調
査
に
よ
る
と
、
女
性
の
一
カ
月
の
平
均
賃

金
は
、
教
師
が
六
七
円
二
三
銭
、
タ
イ
ピ
ス
ト
が
四
〇
円
二
七
銭
、
事
務
員

が
三
二
円
、
店
員
が
三
三
円
二
五
銭
、
看
護
婦
が
三
九
円
一
三
銭
、
交
換
手

三
五
円
六
〇
銭
で
あ
り
、
女
性
一
人
で
十
分
暮
ら
し
て
い
け
る
の
は
教
師
だ

け
だ
と
い
う�

。
晶
子
の
い
う

｢

男
も
女
も
自
分
一
人
に
要
す
る
衣
食
の
資
力

だ
け
を
各
自
に
何
等
か
の
労
働
で
収
得
す
る
こ
と｣

は
、
現
実
味
が
乏
し
か
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、
女
性
の
経
済
的
自
立
を
求
め
る
言
説
は
、
多
く
の
子
ど

も
を
抱
え
な
が
ら
も
作
家
と
し
て
の
活
動
で
家
計
を
支
え
た
晶
子
自
身
の
個

人
的
な
体
験
に
強
く
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、

そ
の
後
、
晶
子
は
、
一
条
忠
衛
の

｢

生
活
費
用
の
計
算
に
於
て
、
夫
婦
は
月

末
に
同
額
を
支
出
す
べ
し
と
云
ふ
や
う
な
乱
暴
な
意
味
で
は
無
く
、
只
だ
夫

婦
は
各
自
の
実
力
に
従
つ
て
自
己
の
家
庭
の
為
に
は
自
弁
者
た
る
べ
し
と
云

ふ
意
味
で
あ
る｣

(｢

夫
婦
の
扶
養
義
務｣

｢

六
合
雑
誌｣)

と
い
う
言
葉
を
肯

定
的
に
引
用
し
て
お
り

(｢

平
塚
さ
ん
と
私
の
論
争｣

｢

太
陽｣

一
九
一
八
年

六
月)

、
�
現
実
的
な
�
提
言
に
修
正
し
て
い
る
。

六

こ
う
し
た
中
で
、
晶
子
は
、
女
子
教
育
を
め
ぐ
る
当
時
の
論
壇
の
動
向
に

対
し
て
期
待
を
か
け
て
い
る
。｢

過
去
一
年
の
回
顧｣

(

一
九
二
〇
年
一
二
月)

に
は

｢

私
の
嬉
し
く
思
ふ
こ
と
は
、
女
子
教
育
に
対
す
る
文
部
省
の
思
想
が

夜
が
明
け
た
や
う
に
遽
か
に
新
し
く
な
り
、
従
来
の
賢
母
良
妻
主
義
か
ら
解

放
さ
れ
た
こ
と
で
す｣

と
あ
る
。
晶
子
が
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

文
部
省
督
学
官
野
田
義
夫
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

女
子
の
天
職
を
良
妻
賢
母
に
限
り
て
之
を
窮
屈
に
考
へ
、
凡
そ
女
子

の
為
す
べ
き
仕
事
は
妻
の
仕
事
か
母
の
仕
事
か
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
孰
れ
に
も
つ
か
ぬ
仕
事
を
す
る
の
を
恰
も
罪
悪
を
犯
す
如
く

に
考
ふ
る
の
は
、
最
早
旧
時
代
の
思
想
で
あ
る
。
女
子
の
職
業
問
題
は

早
く
に
解
決
が
つ
い
て
居
る
。
未
婚
の
女
子
、
ま
た
は
結
婚
し
て
余
裕

の
あ
る
女
子
が
独
立
自
助
の
た
め
に
収
入
あ
る
職
業
に
従
事
す
る
こ
と

は
、
何
等
不
都
合
は
無
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
女
子
は
良
妻
賢
母
た
る
外

に
は
何
事
を
も
為
す
べ
か
ら
ず
と
し
て
、
未
婚
者
を
し
て
怠
惰
に
日
を

送
ら
し
め
生
活
難
に
陥
ら
し
む
る
方
が
人
道
の
上
か
ら
考
へ
て
不
都
合

で
あ
る
と
思
ふ
。
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晶
子
は
、
こ
こ
に

｢

良
妻
賢
母
主
義｣

か
ら
の

｢

解
放｣

を
読
み
取
っ
て

い
る
の
だ
が
、
よ
く
読
む
と
、
良
妻
賢
母
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
く

｢

拡
張｣

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、｢

未
婚
の
女
子
、
ま
た
は
結
婚

し
て
余
裕
の
あ
る
女
子
が
独
立
自
助
の
た
め
に
収
入
あ
る
職
業
に
従
事
す
る

こ
と
は
、
何
等
不
都
合
は
無
い｣

と
述
べ
る
な
ど
、
晶
子
の
い
う

｢

女
性
の

経
済
的
独
立｣
や

｢
汎
労
働
主
義｣

と
は
大
き
な
距
離
が
あ
る
こ
と
は
見
過

ご
せ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

｢

良
妻
賢
母
主
義
の
再
編｣

(

小
山
静
子)

を
女

性
の
解
放
と
う
け
と
っ
た
の
は
、
女
性
の
経
済
的
自
立
が
困
難
で
あ
る
こ
と

を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
晶
子
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
過
度
の
期
待
に
よ

る
も
の
と
言
え
よ
う
。
新
し
い
良
妻
賢
母
像
に
つ
い
て
、
小
山
静
子
は

｢

家

事
・
育
児
を
う
ま
く
こ
な
す
だ
け
で
な
く
、
主
婦
と
し
て
家
庭
の

『

主
人』

と
な
り
、
夫
と
対
等
な
関
係
を
保
て
る
女
性
で
あ
っ
た
り
、
家
事
・
育
児
に

支
障
の
な
い
範
囲
で
職
業
に
従
事
す
る
女
性
、
社
会
事
業
に
参
加
す
る
女
性
、

『

女
ら
し
さ』

を
社
会
で
発
揮
し
、
社
会
の
改
善
に
尽
力
す
る
女
性
、
な
ど｣

で
あ
り
、｢

結
果
的
に
は
、
職
業
と
家
事
・
育
児
と
の
二
重
負
担
を
女
に
課

す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る｣

と
指
摘
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
小
山

は
女
性
に
職
業
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、｢

欧
米
諸
国
と
の
対

抗
上
、
第
一
次
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
女
は
も
は
や
家
庭
内
役
割
だ
け
に
甘

ん
じ
て
い
ら
れ
る
存
在
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
た
か
ら｣

だ
と
指
摘
し
て
い

る�

。
付
言
す
れ
ば
、
女
性
の
主
婦
化
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で

あ
り
、
戦
前
は
、
中
流
以
上
の
女
性
で
も
経
済
的
に
余
裕
の
あ
っ
た
の
は
部

分
的
に
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
女
性
が

｢

家
事
・

育
児
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
職
業
に
従
事
す
る｣

こ
と
は
、
企
業
と
国
家
の

要
請
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
一
方
で
、
一
九
二
〇
年
代
に
は

｢

家
族
賃
金｣

と
い
う
考
え
方

が
浮
上
し
て
く
る
。
夫
の
賃
金
だ
け
で
、
家
族
を
養
う
こ
と
が
出
来
る
賃
金

で
あ
る
。

七

晶
子
の
評
論
に

｢

賃
金
の
標
準
率｣

(｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
二
〇
年
一

〇
月
一
〇
日
、
一
〇
月
二
十
四
日)

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
晶
子

は

｢

世
界
平
和
条
約｣

(

一
九
一
九
年
五
月
に
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

条
約
の
こ
と
と
思
わ
れ
る)

の
中
に
、
賃
金
の
標
準
に

｢

そ
の
時
、
及
び
そ

の
国
に
於
て
相
当
と
認
め
ら
る
ゝ
生
活
程
度
を
維
持
す
る
に
足
る
労
賃
を
被

傭
者
に
支
払
ふ
べ
き
事｣

と
あ
る
が
、
そ
れ
が｢

甚
だ
漠
然
と
し
て｣

お
り
、

｢

労
働
に
服
し
て
居
る
本
人
一
人
の
生
活
を
維
持
す
る
だ
け
の
も
の｣

な
の

か
、｢

労
働
者
自
身
の
生
活
費
と
共
に
そ
の
家
族
の
生
活
費
を
も
含
む
も
の｣

な
の
か
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

現
状
に
於
て
は
、
全
く
こ
の
区
別
が
無
い
の
で
す
か
ら
、
一
人
の
賃

金
労
働
者
や
俸
給
労
働
者
に
多
数
の
家
族
が
寄
食
し
て
、
独
身
の
労
働

者
が
受
け
る
も
の
と
同
額
の
賃
金
の
中
に
、
そ
の
多
数
の
家
族
が
、
現

在
の
基
準
的
生
活
程
度
か
ら
見
て
遥
か
に
以
下
の
、
貧
弱
極
ま
る
惨
め

な
生
存
を
辛
う
じ
て
維
持
し
て
居
る
有
様
で
す
。
之
が
た
め
に
、
扶
養

の
責
任
を
持
つ
労
働
者
は
、
一
定
の
労
働
時
間
以
上
に
内
職
を
し
、
夜

業
を
続
け
て
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
賃
金
を
収
め
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。

そ
の
結
果
は
過
労
に
由
る
能
率
の
退
化
と
な
り
、
労
働
成
果
の
粗
悪
と

( 10 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

な
り
ま
す
。
ま
た
家
族
の
内
職
奨
励
と
な
つ
て
、
教
育
期
に
あ
る
幼
年

及
び
未
成
年
の
男
女
を
早
く
も
賃
金
奴
隷
に
堕
落
さ
せ
て
仕
舞
ひ
ま
す
。

ま
た
此
事
の
悲
惨
を
透
察
す
る
独
身
労
働
者
は
、
次
第
に
結
婚
を
躊
躇

し
家
庭
生
活
を
回
避
す
る
に
到
り
ま
す
。

｢

結
婚
の
新
様
式｣

で
は
結
婚
に
必
要
な
条
件
と
し
て

｢

そ
の
各
自
の
収

入
を
持
ち
寄
つ
て
、
そ
の
収
入
の
程
度
で
或
は
間
借
り
を
し
、
或
は
一
戸
を

借
り
て
合
資
的
協
同
生
活
を
営
む
こ
と｣

を
挙
げ
て
い
た
晶
子
だ
が
、
右
の

文
章
の
論
理
を
敷
衍
化
す
る
と｢
家
族
賃
金｣

の
整
備
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う

�
・
�

。

｢

家
族
賃
金｣

と
い
う
考
え
方
は
、｢
男
性
を
家
族
の
扶
養
者
、
女
性
と

子
供
を
被
扶
養
者
と
想
定｣

し
た
も
の
で
、｢
『

男
性
は
外
で
働
き
、
女
性

は
家
庭
を
守
る』

と
い
う
近
代
的
性
別
分
業
構
造
を
そ
の
前
提
と｣

(

木
本

喜
美
子�)

し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
二

〇
年
代
に
工
場
労
働
者
の
賃
金
や
生
活
水
準
が
上
昇
す
る
な
か
で
、
年
功
序

列
賃
金
、
終
身
雇
用
、
企
業
別
組
合
と
い
っ
た
、
日
本
的
労
使
関
係
の
形
成

と
と
も
に

｢

家
族
賃
金｣

の
考
え
方
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
戦
前

は
、
中
間
層
、
新
中
間
層
と
大
工
業
大
経
営
の
労
働
者
の
ご
く
一
部
で
採
用

で
き
た
に
過
ぎ
ず
、
広
く
普
及
す
る
の
は
、
戦
後
の
こ
と
で
あ
る�

。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
観
念
が
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
し
て
、

晶
子
も
ま
た
そ
の
論
理
に
加
担
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る�

。

ま
た
、
一
九
一
一
年
に
成
立
し
、
五
年
後
の
一
九
一
六
年
に
施
行
さ
れ
た

工
場
法
は
、
女
子
の
保
護
を
う
た
う
一
方
で
、
性
別
分
業
の
思
想
形
成
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た�

。
晶
子
が
ら
い
て
う
に

｢

良
妻
賢
母
主
義
と

云
ふ
古
臭
い
思
想
を
色
揚
し
て
新
し
く
見
せ
掛
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
近

頃
の
母
性
保
護
説｣

(｢

女
性
の
偏
重｣

｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
一
八
年
七

月
一
一
日)

と
指
摘
し
た
の
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
女
性
の
労
働
力
率
も
一
九
三
〇
年
に
は
、

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
千
本
暁
子
は
、
明
治
以
降
の
さ
ま

ざ
ま
な
階
層
に
お
い
て
、
夫
の
収
入
だ
け
で
家
計
費
が
賄
え
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
に
つ
い
て
、
俸
給
生
活
者
、
工
場
労
働
者
、
都
市
下
層
と
い
っ
た
階

層
を
対
象
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
妻
が
勤
労
収
入
を

得
る
こ
と
の
な
い
官
吏
や
上
層
の
会
社
員
は
も
ち
ろ
ん
、
大
正
期
に
は
上
層

の
工
場
労
働
者
の
妻
が
専
業
主
婦
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
般
の
工
場
労
働
者
の
妻
も
、
工
場
労
働
か
ら
内
職
へ
、
さ
ら
に
専
業
主
婦

へ
と
い
う
動
き
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、｢

昭
和
初
期
に
は
、
官
吏
・

会
社
員
・
教
職
員
と
い
っ
た
俸
給
生
活
者
や
工
場
労
働
者
に
お
い
て
は
、
妻

の
収
入
の
有
無
や
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
夫
の
収
入
だ
け
で
家
計
を
賄
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た｣

と
い
う�

。

そ
れ
は
、｢

家
族
賃
金｣

観
念
が
普
及
し
、｢

女
性
が
有
利
な
稼
得
機
会
か

ら
排
除
さ
れ
、『

女
性
の
居
場
所
は
家
庭』

と
い
う
言
説
が
流
通
す
る
な
か

で
、
女
性
は
低
賃
金
職
種
に
釘
づ
け
に
さ
れ｣

る
状
況
と
表
裏
一
体
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の

｢

最
大
の
犠
牲
者
は
、
男
性
稼
得
者
を
も
た
な
い
未
婚
の
女

性
、
未
婚
の
母
、
寡
婦
で
あ
り
、
彼
ら
は
貧
困
者
と
し
て
再
生
産
さ
れ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た｣

(

木
本
喜
美
子�)

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
晶
子
も

母
性
保
護
論
争
の
中
で

｢

我
国
の
無
産
階
級
の
妻
や
母
が
平
生
は
良
人
の
労

働
価
値
を
頼
ん
で
寄
食
し
、
一
旦
良
人
が
亡
く
な
り
、
若
く
は
良
人
と
離
婚

し
て
後
に
初
め
て
不
慣
れ
な
能
率
の
乏
し
い
労
働
に
由
つ
て
経
済
的
に
独
立
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し
、
併
せ
て
家
族
を
養
は
う
と
す
る
悲
惨
な
事
例
を
見
る
だ
け
で
も
、
私
は

女
子
の
経
済
的
労
働
を
必
要
と
せ
ず
に
居
ら
れ
ま
せ
ん｣

(｢

労
働
と
婦
人｣

｢
横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日
、
二
七
日)

と
指
摘
し
て

い
た
は
ず
だ
っ
た
。

ま
た
、｢
女
性
の
経
済
的
自
立
は
家
庭
様
式
を
破
壊
せ
ず｣

(｢

女
の
世
界｣

一
九
二
一
年
三
月)

な
ど
の
評
論
を
書
き
継
ぐ
な
ど
、
晶
子
自
身
の
考
え
に

主
観
的
に
は
ぶ
れ
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い�

。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
済

や
社
会
を
め
ぐ
る
状
況
は
、｢

女
性
の
経
済
的
自
立｣

と
い
う
晶
子
の
考
え

を
ま
す
ま
す
�
現
実
性
の
な
い
も
の
�
へ
と
追
い
や
っ
て
い
っ
た
。

八

｢

家
族
賃
金｣

と
い
う
観
念
が
普
及
す
る
中
で
は
、
未
婚
の
女
性
も
排
除

さ
れ
る
。
そ
の
問
題
が
顕
著
に
表
れ
た
の
が
、
世
界
恐
慌
後
の
こ
と
で
、
晶

子
も
、
女
子
の
結
婚
難
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

女
子
の
結
婚
難
が
今
年
に
至
つ
て
一
層
甚
だ
し
く
な
つ
た
原
因
は
、

結
婚
年
齢
の
男
子
が
自
己
一
身
の
経
済
的
独
立
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、

結
婚
を
回
避
す
る
事
で
あ
る
。(｢

物
質
生
活
の
制
約｣

｢

横
浜
貿
易
新

報｣

一
九
二
九
年
一
二
月
二
九
日)

今
は
多
数
の
男
子
が
経
済
的
弱
者
と
し
て
独
立
し
難
く
な
つ
た
為
め

に
、
こ
の
謂
ゆ
る
良
風
美
俗

(

媒
妁
結
婚
の
こ
と
。
た
だ
し
皮
肉
と
し

て
こ
の
言
葉
を
使
用
―
引
用
者)

も
崩
壊
期
に
入
つ
た
。
男
子
は
経
済

的
寄
生
者
と
し
て
の
妻
を
結
婚
の
名
に
由
つ
て
購
ふ
だ
け
の
資
力
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
。(｢

男
女
の
貞
操｣

｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
三
〇

年
二
月
二
三
日)

こ
こ
で
、
晶
子
は
男
性
の
経
済
上
の
悪
化
が
女
性
の
結
婚
難
を
も
た
ら
し

た
と
分
析
し
て
い
る
が
、｢

社
会
政
策
そ
の
他｣

(｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九

二
九
年
一
月
二
七
日)

と
い
う
文
章
で
は
、｢

私
は
早
く
か
ら
女
子
の
経
済

的
独
立
を
唱
へ
て
来
た
。
併
し
今
日
は
男
子
さ
へ
職
業
難
で
あ
る
時
代
に
、

女
子
に
与
へ
ら
れ
る
新
し
い
職
業
的
余
地
が
あ
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ
な
い｣

と
諦
め
に
似
た
発
言
を
残
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
平
塚
ら
い
て
う
が
、｢

あ
な
た
の
所
謂
経
済
的
独
立
が
旺
盛
に

な
つ
て
、
総
て
の
男
女
が
、
労
働
市
場
に
赴
い
た
時
、
そ
こ
に
ど
ん
な
こ
と

が
起
る
で
せ
う
。
一
寸
考
へ
た
丈
け
で
も
、
労
働
力
の
過
剰
、
そ
れ
に
伴
ふ
、

賃
金
の
低
下
と
就
職
難
、
男
女
労
働
者
間
の
競
争
、
そ
れ
に
伴
ふ
男
子
労
働

者
の
賃
金
の
低
下
と
生
活
難
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
数
へ
ら
れ
る
と
思
ひ
ま

す｣
(｢

母
性
保
護
問
題
に
就
い
て
再
び
与
謝
野
晶
子
氏
に
寄
す｣

｢

婦
人
公

論｣

一
九
一
八
年
七
月)

と
晶
子
を
批
判
し
た
と
き
、
晶
子
は
次
の
よ
う
に

反
論
し
た

(｢

労
働
と
婦
人｣

前
掲)

。

反
対
論
者
は
女
子
の
労
働
者
の
殖
え
る
事
は
、
男
子
の
労
銀
を
低
下

さ
せ
る
事
だ
と
云
ひ
ま
す
。
《
中
略
》
た
と
ひ
低
下
す
る
に
し
て
も
、

是
迄
は
良
人
一
人
の
労
働
で
収
め
て
居
た
丈
の
賃
金
を
夫
婦
両
人
の
労

働
で
収
め
る
な
ら
其
れ
で
も
好
い
と
思
ひ
ま
す
。
良
人
一
人
の
労
働
の

時
に
は
妻
は
道
徳
的
に
愧
づ
べ
き
遊
惰
な
寄
生
者
で
あ
つ
た
の
が
、
賃

銀
は
少
く
て
も
、
今
は
立
派
な
労
働
道
徳
の
実
行
者
と
し
て
自
治
独
立
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与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

の
満
足
が
あ
り
ま
す
。

女
子
が
労
働
を
分
担
す
る
事
に
な
れ
ば
、
一
般
の
労
働
時
間
が
非
常

に
短
縮
さ
れ
、
そ
の
余
裕
の
時
間
を
以
て
、
男
も
女
も
経
済
以
外
の
高

級
な
生
活
条
件
、
即
ち
学
問
芸
術
と
云
ふ
や
う
な
精
神
的
方
面
の
満
足

と
創
造
と
に
今
日
に
幾
倍
し
て
努
力
す
る
事
が
出
来
る
で
せ
う
。

し
か
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
晶
子
の
発
言
は
や
や
悲
観
的
で
あ
る
。｢

女

子
の
結
婚
難｣

(｢

横
浜
貿
易
新
報｣

一
九
三
五
年
二
月
一
〇
日)

と
い
う
文

章
で
も
、｢

男
子
の
就
職
難
の
た
め
と
、
就
職
し
て
も
妻
子
を
養
ふ
だ
け
の

定
収
が
容
易
に
得
ら
れ
な
い｣
た
め
、
女
子
の
結
婚
難
が
み
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
、｢

女
子
の
職
業
生
活｣

へ
の
進
出
に
言
及
す
る
が
、
教
育
界
で
は

既
に
行
き
詰
ま
り
、
女
店
員
や
カ
フ
エ
の
女
給
は

｢

真
面
目
な
男
子
か
ら
妻

と
し
て
歓
迎
せ
ら
れ
な
い
結
果
に
も
な
り
易
い｣
と
い
う
。
そ
し
て
、
ほ
か

の
女
性
労
働
へ
の
言
及
は
な
い
ま
ま
、｢

男
子
の
人
物
さ
へ
よ
け
れ
ば
ど
ん

な
身
分
ち
が
ひ
へ
で
も
、
ど
ん
な
遠
方
へ
で
も
良
縁
と
し
て
嫁
せ
し
め
、
娘

達
も
喜
ん
で
嫁
す
べ
き
で
あ
る｣

な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

｢

病
弱
な
女
子
は
結
婚
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
健
康
で
且
つ
怠

け
者
で
な
い
女
子
は
、
大
に
日
本
が
伸
び
よ
う
と
す
る
此
の
新
時
代
に
、
良

人
と
共
稼
ぎ
を
し
つ
つ
、
国
民
中
の
健
全
分
子
と
し
て
、
間
接
直
接
に
国
家

の
進
運
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
、
勇
ま
し
い
意
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る｣

と

述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
従
来
の
も
の
か
ら
す
る
と

｢

後
退｣

の
感
は

否
め
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
三
〇
年
代
の
女
性
労
働
を
と
り
ま
く
環
境
と

｢

結

婚｣

を
と
り
ま
く
環
境
は
、
晶
子
の

｢

結
婚｣

観
自
体
に

｢

妥
協｣

を
強
い

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

九

晶
子
の｢

結
婚｣

論
に
は
、
大
き
な
二
つ
の
柱
が
あ
り
、
一
つ
が｢

愛
情｣

を
基
礎
と
す
る
こ
と
、
二
つ
め
が
女
性
の
経
済
的
自
立
で
あ
る
。
女
性
の
経

済
的
自
立
が
大
事
な
の
は
、
男
女
が
対
等
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、｢

真
の
精

神
生
活｣

、｢

結
婚
生
活｣

が
営
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
晶
子
が
生
き
た
時
代
、
女
性
の
労
働
力
率
は
低
下
し
つ
づ
け
た
。

一
九
一
〇
年
に
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
三
〇
年
に
は
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
夫
の
賃
金
だ
け
で
生
活
で

き
る
層
が
広
が
り
、
性
別
役
割
分
業
が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
晶
子
は
、
一
貫
し
て

｢

女
性
の
経
済
的
自
立｣

を
訴
え
続
け
た
が
、

そ
の
主
張
は
手
厳
し
い

｢

現
実｣

を
前
に
し
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
晶
子
の
主
張
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
詩

｢

女
は
掠
奪
者｣

で
、｢

女｣

を

｢

掠
奪
者｣

と
し
、
男
を

｢

掠
奪
さ
れ
る
者｣

と
し
た
よ
う
に
、｢

男
性｣

を
免
罪
し
、

男
性
を
基
準
と
す
る
論
理
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、｢

労

働
と
婦
人｣

に
お
い
て
、｢

女
子
が
労
働
を
分
担
す
る
事｣

と
い
っ
た
言
葉

を
使
っ
た
こ
と
に
も
通
じ
、｢

家
族
賃
金｣

を
推
し
進
め
る
論
理
を
展
開
し

た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
晶
子
が
論
じ
た
女
性
の
経
済
的
自
立
と
い
う
問
題
は
、

そ
の
時
代
の
先
端
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
十
分
検

討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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〈
注
〉

１

夫
婦
間
の
葛
藤
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
に
み
ら
れ
る
。

秋
く
れ
ば
夜
毎
め
で
た
き
夢
を
見
ぬ
妬
心
の
人
も
悪
心
の
子
も

(『

朱
葉
集』

一
九
一
六
年
一
月)

女
に
は
懺
悔
を
聞
き
て
更
に
得
る
病
あ
り
と
は
知
ら
ざ
り
し
か
な

(

右
同)

折
ふ
し
に
男
の
心
ま
よ
は
ず
ば
い
や
が
上
に
も
め
で
た
き
も
の
を

(『

晶
子
新
集』

一
九
一
七
年
二
月)

２

菅
野
聡
美
は
、
平
塚
ら
い
て
う
や
与
謝
野
晶
子
は
、｢

恋
愛
結
婚
の
実
践
者｣

で
あ
り
、｢

こ
の
時
代
に
お
い
て
強
者｣

で
あ
っ
て
、｢

恋
愛
は
で
き
て
当
た
り

前
、
で
き
な
い
弱
者
に
な
ど
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か｣
(『

消
費
さ
れ

る
恋
愛
論

大
正
知
識
人
と
性』

青
弓
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
一
八
三
頁)

と
述
べ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
晶
子
に
関
し
て
は
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

大
正
期
の
恋
愛
論
の
バ
イ
ブ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
厨
川
白
村
の

｢

近
代
の
恋
愛

観｣

に
は

｢

特
に
経
済
上
の
独
立
を
有
し
な
い
人
―
殊
に
婦
人
が
、
愛
な
き
結

婚
関
係
に
よ
つ
て
自
己
の
物
質
生
活
の
安
固
を
得
る
が
如
き
は
、
何
と
考
へ
て

も
一
種
の
奴
隷
的
売
淫
生
活
で
あ
り
、
野
蛮
時
代
の
売
買
結
婚
の
遺
風
に
過
ぎ

な
い｣

(｢

東
京
朝
日
新
聞｣

一
九
二
一
年
九
月
三
〇
日
〜
一
〇
月
二
九
日)

と

い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
女
性
の
経
済
的
自
立
の
主
張
へ
と
は
展
開
さ

れ
て
い
か
な
い
。

４

香
内
信
子

｢

解
題｣
(『

資
料

母
性
保
護
論
争』

ド
メ
ス
出
版

一
九
八
四
年

一
〇
月)

５

晶
子
は
、｢

婦
人
公
論｣

の

｢

細
君
の
俸
給｣

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え

て
、｢

妻
に
俸
給
を
出
す
と
云
ふ
思
想
は
、
や
が
て
父
母
に
も
良
人
に
も
金
銭

の
報
酬
を
出
す
と
云
ふ
結
論
に
ま
で
達
し
ま
す｣

(｢

婦
人
公
論｣

一
九
二
六
年

六
月)

と
述
べ
て
お
り
、
家
事
労
働
に
賃
金
を
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
疑

問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

６

｢

文
化
主
義｣

に
つ
い
て
、
晶
子
は
、
リ
ッ
プ
ス
の

『

倫
理
学
の
根
本
問
題』

や
高
田
保
馬
、
左
右
田
喜
一
郎
か
ら
教
え
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、｢

人
間
が

自
発
的
、
創
造
的
、
有
意
的
の
努
力
を
し
て
作
り
上
げ
た
事
象
の
全
体｣

と
説

明
し
て
い
る

(｢

婦
人
改
造
の
基
礎
的
考
察｣)

。

７

小
山
静
子

｢

与
謝
野
晶
子
に
お
け
る
女
性
解
放
思
想
―
良
妻
賢
母
主
義
教
育
批

判
を
中
心
に
―｣

(

日
本
女
性
学
会

｢

女
性
学
年
報｣

第
四
号
、
一
九
八
三
年

一
一
月)

８

当
時
の
子
育
て
に
つ
い
て
は
、
沢
山
美
果
子

｢

子
育
て
に
お
け
る
男
と
女｣

(『

女
性
史
総
合
研
究
会
編

『

日
本
女
性
生
活
史

第
４
巻
近
代』

東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
九
〇
年
八
月)

を
参
照
。
な
お
、
与
謝
野
家
が
女
中
を
雇
っ
て
い

た
こ
と
や
、
通
勤
の
必
要
の
な
い
文
筆
活
動
だ
っ
た
こ
と
な
ど
、
晶
子
に

｢

経

済
的
自
立｣

を
可
能
に
さ
せ
た
条
件
も
考
慮
す
べ
き
必
要
は
あ
る
が
、
本
稿
で

は
晶
子
の
見
解
自
体
の
同
時
代
的
意
義
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
。

９

小
山
静
子

『

良
妻
賢
母
と
い
う
規
範』

(

勁
草
書
房
、
一
九
九
一
年
一
〇
月)

。

10

な
お
、
晶
子
は
子
育
て
に
つ
い
て
も

｢

源
氏
物
語
の
宇
治
の
八
の
宮
は
一
生
再

婚
を
避
け
て
、
夫
人
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
最
愛
の
二
女
を
男
手
一
つ
で
鞠
育
せ

ら
れ
、
ま
た
史
上
の
実
在
者
で
あ
る
関
白
藤
原
兼
家
は
、
母
后
を
失
は
れ
た
孫

の
三
人
の
親
王
を
己
が
懐
に
入
れ
て
育
て
ま
し
た
。
か
う
し
て
子
供
は
男
親
の

手
で
も
育
て
ら
れ
る
の
で
す｣

(｢

寒
菊
の
葉｣

『

女
人
創
造』

一
九
二
〇
年
五

月)

と
指
摘
し
、｢

最
も
望
ま
し
い
家
庭
は
、
一
対
の
相
愛
し
た
男
女
が
、
公

平
に
そ
の
家
庭
の
責
任
を
分
担
し
な
が
ら
建
設
し
て
行
く
家
庭
で
す｣

と
書
く

な
ど
、
王
朝
時
代
を
模
範
と
し
て
男
女
協
同
の
子
育
て
を
推
奨
し
て
い
る
。

11

｢

与
謝
野
晶
子
―
町
人
の
自
立
と
女
性
の
自
立｣

(｢

女
性
学
研
究｣

７

一
九

九
九
年
三
月)

12

な
お
、
経
済
企
画
庁

『

国
民
生
活
白
書

(

平
成
９
年
版)』

(

一
九
九
七
年
一
一

月)

及
び
総
務
省
統
計
局

｢

平
成
七
年
国
勢
調
査
最
終
報
告
書

日
本
の
人
口

(

資
料
編)｣

に
よ
る
と
、
一
九
二
〇
年
の
労
働
力
率
は
、
男
性
が
九
二
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
で
労
働
力
人
口

(

就
業
者
数
に
完
全
失
業
者
を
加
え
た
も
の)

は
一
六

三
四
万
人
、
女
性
は
五
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
労
働
力
人
口
は
、
九
五
一
万
人

と
な
っ
て
い
る
。
労
働
力
率
は
、(

労
働
力
人
口
÷
十
五
歳
以
上
人
口)

×
百

に
よ
る
。
労
働
力
人
口
は
、
就
業
者
数
に
完
全
失
業
者
を
加
え
た
も
の
。
一
九

四
〇
年
以
前
は
、
有
業
者
を
労
働
力
人
口
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

13

田
崎
宣
義

｢
女
性
労
働
の
諸
類
型｣

(

女
性
史
総
合
研
究
会

『

日
本
女
性
生
活

( 14 )



与謝野晶子の ｢結婚｣ 観 ｢女性の経済的自立｣ との関連で

史

４
近
代』

東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
〇
年
八
月)

掲
載
の

｢

男
女
別
人

口
と
有
業
者
数｣

及
び

｢

産
業
別
有
業
者
数｣

に
よ
る
。
い
ず
れ
も

｢

国
勢
調

査
報
告｣

に
よ
っ
た
も
の

(

一
六
六
、
一
六
七
頁)

。
な
お
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

女
性
の
工
場
労
働
者
は
、
一
五
八
万
人
と
な
る
。
ま
た
、
晶
子
は
鉱
業
も
い
れ

て
い
る
の
で
、
女
性
の
鉱
業
の
有
業
率
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
す
る
と
、

一
六
七
・
七
万
人
ほ
ど
に
な
る
。
晶
子
が
挙
げ
て
い
る
数
字
よ
り
多
く
の
女
性

が
工
場
労
働
者
、
鉱
業
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

14

前
掲
、
経
済
企
画
庁

『

国
民
生
活
白
書

(

平
成
９
年
版)』

五
頁
。

15

落
合
恵
美
子

『
21
世
紀
家
族
へ

第
三
版』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
四
月)

掲
載
の

｢

日
本
に
お
け
る
年
齢
別
女
子
労
働
力
率
の
変
化｣

�

〜�

頁
。

16

姫
岡
と
し
子

『

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
社
会』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
三
月)

一
七
八
頁
。

17

森
喜
一

『

日
本
労
働
者
階
級
状
態
史』

(

三
一
書
房
、
一
九
六
一
年
七
月
、
新

装
版
一
九
七
四
年
、
一
六
一
頁)

｢
明
治
45
年
の
職
種
別
賃
金｣

(

農
商
務
省
統

計
表
。
帝
国
統
計
年
鑑
に
よ
る)

を
参
照
。
ま
た
、
川
東
英
子

｢

日
本
的
労
使

関
係
の
源
流
―
一
九
二
〇
年
代
の
近
代
的
労
働
者
の
創
出
と
性
別
分
業
の
成
立
―｣

(

三
宅
義
子
編

『

叢
書
現
代
の
経
済
・
社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

第
３
巻

日
本

社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー』

明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月)

を
参
照
し
た
。

18

こ
れ
は
、
大
正
八
年
頃
に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
村
上
信
彦

『

大
正

期
の
職
業
婦
人』

(

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
三
年
一
一
月)
が
紹
介
し
て
い
る

大
正
八
年
の
社
会
政
策
学
会
編
の

『

婦
人
労
働
問
題』

の
業
種
別
調
査
統
計
に

よ
る
と
、
女
工
の
賃
金
は
日
給
で
、｢

機
械
及
器
具
工
場｣

で
三
〇
銭
、｢
製
糸

業｣

二
九
銭
、｢

綿
糸
紡
績
業｣

三
二
銭
で
あ
る
。

19

中
川
清

『

日
本
の
都
市
下
層』

(

勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年)

六
八
頁
。

20

前
掲
、
村
上
信
彦

『

大
正
期
の
職
業
婦
人』

七
八
頁
。

21

注
９
に
同
じ
。
一
六
八
頁
、
一
五
五
頁
。

22

こ
れ
に
先
立
ち
、
母
性
保
護
論
争
の
論
客
の
一
人
で
あ
る
山
田
わ
か
は
、｢

母

の
生
活
を
し
て
余
裕
あ
ら
し
め
よ
―
最
小
限
度
労
銀
法
制
定
の
必
要｣

(｢

婦
人

公
論｣

一
九
一
九
年
三
月)

で
、｢

母
の
生
活
を
余
裕
あ
る
も
の
と
な
す
た
め｣

の

｢

父
の
、
則
ち
、
男
子
の
労
銀
問
題｣

と
し
て
、｢

労
銀
は
家
族
の
必
要
を

基
礎
と
し
て
規
定
す
べ
し
と
云
ふ
根
本
原
則｣

を
確
立
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い

る
。山

田
わ
か
は
、
母
性
保
護
論
争
に
お
い
て
、｢

今
後
の
婦
人
問
題
は
男
女
の

同
等
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
如
何
に
し
て
男
女
の
調
和
を
計
る
か
、
如
何

に
し
て
健
全
な
る
家
庭
を
造
る
か
に
あ
る
。
夫
や
子
供
を
無
視
し
て
自
我
の
確

立
と
云
ふ
様
な
事
は
全
く
空
想
で
あ
る｣

と
し
、｢

婦
人
の
心
身
の
全
力
を
家

庭
に
引
戻
し
て
神
聖
な
る
婦
人
の
天
職
を
全
う
す
る
事
を
希
望｣

す
る

(｢

今

後
の
婦
人
問
題
を
提
唱
す｣

『

女
、
人
、
母』

一
九
一
八
年)

と
述
べ
る
な
ど
、

晶
子
や
山
川
菊
栄
ら
と
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
晶
子
に
対
し
て
、
わ
か

は

｢

与
謝
野
氏
の
主
張
さ
る
ゝ
婦
人
の
独
立
は
、
収
入
の
独
立
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
し
て
収
入
の
う
ち
で
も
最
も
確
実
な
も
の
は
夫
、
又
は
国
家
に
扶
助
料

を
要
求
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
氏
の
排
斥
さ
る
ゝ
夫
、
又
は
、
国
家
に
支

出
を
要
求
す
る
事
に
よ
つ
て
、
始
め
て
其
の
独
立
は
得
ら
る
ゝ
事
に
な
り
ま
す｣

(｢

母
性
保
護
問
題
―
与
謝
野
氏
と
平
塚
氏
の
所
論
に
就
て｣

｢

太
陽｣

一
九
一

八
年
九
月)

と
批
判
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
晶
子
の
主
張
と
は
最
も
対
立

す
る
立
場
と
思
わ
れ
た
山
田
わ
か
の
主
張
と
晶
子
と
が
接
点
を
も
っ
た
こ
と
に

な
る
。

な
お
、
山
田
は
論
争
の
中
で
ド
イ
ツ
な
ど
の
女
性
保
護
規
定
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
る
が
、
一
九
二
〇
年
に
は
母
性
保
護
法
制
定
促
進
婦
人
連
盟
の
初
代
委

員
長
に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
女
性
保
護
規
定
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
差
異
化

に
貢
献
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
姫
岡
と
し
子

｢

ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
女

性
保
護
規
定｣

を

(『

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
社
会』)

参
照
。

23

加
藤
千
香
子

｢

戦
間
期
に
お
け
る
女
子
労
働
者
と
労
働
政
策｣

(

大
口
勇
次
郎

編

『

女
の
社
会
史

｢

家｣

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る』

山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
一
年
三
月)

も
、｢

森
本

(

厚
吉
―
引
用
者)

の
提
言
や

『

規
約』

(

ヴ
ェ
ル

サ
イ
ユ
条
約
の
中
の

｢

国
際
労
働
規
約｣

―
引
用
者)

が

『

生
活
給』

賃
金
の

提
言
に
止
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
与
謝
野
は

『

家
族
の
生
活
費』

ま
で
含

ん
だ
賃
金
、
す
な
わ
ち

『

家
族
賃
金』

の
問
題
に
議
論
を
進
め
た
こ
と
が
わ
か

る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

同
書
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁)

。

24

木
本
喜
美
子

『
家
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
企
業
社
会』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

( 15 )



九
五
年
一
一
月)

六
二
〜
六
三
頁

25

木
本
喜
美
子

｢

家
族
と
企
業
社
会
―
歴
史
的
変
動
過
程｣

(

渡
辺
治
編

『

変
貌

す
る
〈
企
業
社
会
〉
日
本』

旬
報
社
、
二
〇
〇
四
年
七
月)

、
木
本
喜
美
子

｢
現
代
日
本
の
女
性｣

(

後
藤
道
夫
編『

日
本
の
時
代
史
28

岐
路
に
立
つ
日
本』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
九
月)

参
照
。

26

た
だ
し
、
木
本

(

注
24)

に
よ
れ
ば
、｢

家
族
賃
金｣

の
観
念
の
成
立
に
関
し

て
は
、
労
働
運
動
も
自
分
た
ち
の
利
益
に
か
な
う
も
の
と
し
て
自
分
た
ち
の
戦

略
と
し
て
採
用
し
、
支
持
し
た
。
そ
れ
は
、
加
藤
千
香
子
も
指
摘
す
る
と
お
り
、

日
本
の
労
働
運
動
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
山
川
菊
栄
も
男
子
労
働
者
の
雇

用
と
労
働
条
件
安
定
の
問
題
を
優
先
し
て
論
じ
た
と
い
う
。(

注
23
、
三
〇
一

〜
三
〇
三
頁
、
二
九
九
頁)
。

な
お
、
加
藤
は
、｢

国
際
労
働
規
約｣

の
項
目
に
あ
る

｢

男
女
同
一
価
値
労

働
同
一
賃
金｣

に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
社
会
政
策
学
者
で
あ
る
河
田
嗣
郎
が
、

｢

男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金｣
原
則
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、｢

家
族
賃
金｣

に
つ
い
て
も
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
加
藤
の
言
う

よ
う
に
そ
う
し
た
主
張
は

｢

当
時
の
日
本
で
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る｣

(

右
書
、
二
九
七
〜
二
九
九
頁)
。
な
お
、
河
田
は
、
明
治

四
十
三
年
に
発
表
さ
れ
、
発
禁
処
分
を
受
け
た

『

婦
人
問
題』

(

隆
文
館)

で
、

女
子
を

｢

独
自
一
個
の
生
計｣

を
立
て
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
る
な
ど
、
女

性
の
経
済
的
自
立
を
説
い
て
お
り
、
そ
の
主
張
の
一
貫
性
が
際
立
っ
て
い
る
。

27

工
場
法
の
制
定
と
性
別
役
割
分
業
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
姫
岡

『
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
す
る
社
会』

、
竹
内
敬
子

｢

工
場
法
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
１
９
１
１
年
工

場
法
と
女
性
を
め
ぐ
る

『

仮
説』

の
受
容
―｣

(

三
宅
義
子
編

『

叢
書
現
代
の

経
済
・
社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

第
３
巻

日
本
社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー』

明
石
書

店
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月)

を
参
照
。

28

千
本
暁
子｢

日
本
に
お
け
る
性
別
役
割
分
業
の
形
成
―
家
計
調
査
を
と
お
し
て
―｣

(

荻
野
美
穂
ほ
か

『

制
度
と
し
て
の
〈
女
〉
―
性
・
産
・
家
族
の
比
較
社
会
史』

一
九
九
〇
年
七
月)

29

前
掲
注
25
、
木
本
喜
美
子

｢

家
族
と
企
業
社
会
―
歴
史
的
変
動
過
程｣

30

た
だ
し
、
こ
の
文
章
で
も

｢

屋
外
に
於
て
男
子
の
労
働
を
補ヽ
佐ヽ｣

す
る
女
性
た

ち
を

｢

自
労
自
営
の
生
活
の
一
端
を
実
行
し
て
居
る｣

と
し
て
、
そ
れ
を
よ
し

と
み
て
い
る
。｢

男
女
相
互
の
経
済
的
独
立｣

を
主
張
し
て
き
た
か
つ
て
の
晶

子
か
ら
す
る
と
後
退
の
感
は
否
め
な
い
。

※
与
謝
野
晶
子
の
本
文
は
、『

鉄
幹
晶
子
全
集』

(

勉
誠
社
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
〜)

及
び
、『

与
謝
野
晶
子
評
論
著
作
集』

(

龍
渓
書
舎
、
二
〇
〇
三
年)

を
使
用
し
た
。

な
お
、
本
文
の
評
論
の
題
は
、
単
行
本
収
録
の
際
の
題
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

母
性
保
護
論
争
に
関
す
る
諸
論
文
に
関
し
て
は
、
香
内
信
子
編

『

資
料
母
性
保
護

論
争』

(

ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
四
年
一
〇
月)

を
使
用
し
た
。

※
本
稿
は
、
神
戸
山
手
短
期
大
学
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
の

｢

結

婚｣

特
集
の
一
環
と
し
て
、
執
筆
さ
れ
た
。

( 16 )


