
『
人
形
の
家
』

と
職
業
婦
人

|
|
イ
プ
セ
ン
の
日
本
受
容
に
よ
る
女
性
の
生
き
方
の
変
化
|
|

『
人
形
の
家
』
に
お
け
る
「
職
業
」

の
捉
え
方

ノ
ル
ウ
ェ
ー
作
家
へ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
戯
曲
『
人

形
の
家
』
は
、
明
治
四
四
年
、
坪
内
遁
遥
率
い
る
文
芸
協
会
に
よ
っ
て
日
本
で

初
め
て
上
演
さ
れ
、
大
反
響
を
得
た
。
単
に
近
代
劇
の
画
期
と
な
る
戯
曲
と
し

て
価
値
あ
る
も
の
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
は
女
性
が
自
立
す

る
た
め
の
職
業
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
本
論
文
で
は
、
『
人
形
の
家
』
が
受
容
さ
れ
大
き
な
反
響
を
得
て
い
く
な
か
で
、

日
本
に
お
い
て
女
性
の
職
業
意
識
に
ど
の
よ
う
な
変
化
・
繋
が
り
が
あ
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

今
回
は
日
本
で
初
め
て
『
人
形
の
家
』
が
上
演
さ
れ
た
際
に
翻
訳
を
担
当
し

た
、
島
村
抱
月
訳
『
人
形
の
家
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
大
正
二
年
四
月
)
及

び
、
『
ノ
ラ
』
と
改
題
さ
せ
抱
月
訳
と
は
違
っ
た
新
し
い
『
人
形
の
家
』
を
作
り

上
げ
た
森
鴎
外
訳
『
ノ
ラ
』
(
岩
波
書
庖
『
森
鴎
外
全
集
第
十
四
巻
』
所
収
、
昭

和
四
五
年
一
二
月
)
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
詳
し
い

内
容
に
入
る
前
に
、
『
人
形
の
家
』
の
簡
単
な
筋
を
追
っ
て
い
く
。
な
お
、
登
場

人
物
名
は
鴎
外
訳
に
従
っ
た

山

ヌじ

渚

第
一
幕
で
は
主
人
公
ノ
ラ
の
元
に
、
夫
を
亡
く
し
職
を
探
す
友
人
、
リ
ン
デ

が
訪
ね
て
く
る
。
夫
ヘ
ル
メ
ル
に
リ
ン
デ
の
職
を
紹
介
し
て
も
ら
う
よ
う
頼
み
、

優
越
感
に
浸
る
ノ
ラ
。
し
か
し
、
そ
こ
へ
ノ
ラ
が
昔
お
金
を
借
り
た
男
、
ク
ロ

グ
ス
タ
ッ
ト
が
現
れ
、
借
金
の
事
を
ば
ら
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
自
分
の
復
職
を

夫
ヘ
ル
メ
ル
に
約
束
さ
せ
る
よ
う
脅
す
。
第
二
幕
に
入
り
、
ノ
ラ
は
リ
ン
デ
の

助
言
を
得
て
ヘ
ル
メ
ル
に
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
の
事
を
相
談
し
よ
う
と
す
る
が
、

ヘ
ル
メ
ル
は
既
に
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
を
解
雇
さ
せ
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
リ
ン
デ
を

置
く
事
を
決
め
て
い
た
。
さ
ら
に
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
か
ら
ヘ
ル
メ
ル
に
借
金
に

つ
い
て
書
い
た
手
紙
を
送
っ
た
と
聞
か
さ
れ
窮
地
に
立
っ
た
ノ
ラ
は
、
手
紙
か

ら
ヘ
ル
メ
ル
の
気
を
逸
ら
そ
う
と
懸
命
な
踊
り
を
見
せ
る
。
第
三
幕
、
結
局
ノ

ラ
の
努
力
も
空
し
く
、
ヘ
ル
メ
ル
は
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
を

読
み
、
社
会
的
な
自
分
の
立
場
が
無
く
な
る
と
ノ
ラ
を
激
し
く
叱
略
す
る
。
し

か
し
、
と
あ
る
事
か
ら
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
は
改
心
し
、
証
文
と
謝
罪
の
手
紙
を

送
っ
て
く
る
。
自
分
の
社
会
的
地
位
が
保
た
れ
た
と
安
心
し
た
ヘ
ル
メ
ル
は
、

そ
れ
ま
で
の
態
度
を
一
変
さ
せ
、
何
事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
ノ
ラ
を
許
そ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
通
し
て
ノ
ラ
は
今
ま
で
の
結
婚
生
活
が
夫

の
「
人
形
遊
び
」
で
あ
っ
た
事
、
自
分
が
夫
の
所
有
物
で
は
な
く
二
人
の
人

間
」
で
あ
る
と
い
う
事
に
気
付
き
、
全
て
を
捨
て
て
家
を
去
る
決
意
を
固
め
て

1
1
ム

ーーム



い
た
。
以
上
が
『
人
形
の
家
』
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
作
品
中
の
職
業
観
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
を
見
て
い
く
。

各
台
詞
は
鴎
外
訳
と
抱
月
訳
の
ニ
つ
を
対
に
し
て
引
用
し
た
。
丸
で
囲
ん
だ
数

字
(
①
、
②
・
:
)
が
鴎
外
訳
で
あ
り
、
漢
数
字
(
一
、
二
・
:
)
が
抱
月
訳
で
あ

る。
①
ヘ
ル
メ
ル
あ
〉
。
固
い
地
位
が
出
来
て
、
十
分
収
入
が
あ
る
や
う

に
な
っ
た
と
云
ふ
心
持
は
別
段
だ
な
あ
。
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
か
。
さ
う
思

っ
て
ゐ
る
の
が
、
保
養
だ
。

一
ヘ
ル
マ

l

あ
へ
地
位
は
固
ま
る
し
、
金
は
取
れ
る
し
、
素
晴
ら
し

い
勢
だ
。
考
へ
る
と
実
に
愉
快
ぢ
ゃ
な
い
か
。

②
ノ
ラ
(
略
)
も
う
お
聞
き
な
す
っ
た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
つ
ひ
こ
な

ひ
だ
わ
た
し
ど
も
に
は
大
し
た
還
が
向
い
て
来
ま
し
た
の
。
(
略
)
ま
あ
、

ど
う
で
せ
う
。
宅
が
株
式
銀
行
の
頭
取
に
な
り
ま
し
た
の
。
(
略
)
え
三

全
く
大
為
合
せ
で
す
わ
。
弁
護
士
な
ん
と
云
ふ
も
の
は
、
愁
っ
か
上
品
な
、

正
直
な
為
事
ば
か
し
し
て
ゐ
よ
う
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
引
当
に
な
ら
な
い

商
売
で
す
の
。
所
で
宅
は
元
か
ら
さ
う
し
た
気
象
で
せ
う
。
わ
た
し
だ
っ

て
そ
れ
丈
は
気
を
合
わ
せ
て
遣
っ
て
ゐ
ま
し
た
の
。
で
す
か
ら
、
あ
な
た
、

察
し
て
下
さ
い
な
。
わ
た
し
達
は
本
当
に
喜
ん
で
ゐ
ま
す
の
。
新
年
に
は

い
り
次
第
、
銀
行
に
出
勤
し
て
、
大
し
た
給
料
を
貰
ひ
ま
す
し
、
そ
れ
に

配
当
も
た
っ
ぷ
り
ご
ざ
い
ま
す
の
。
で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
は
暮
し
だ
っ
て
、

今
迄
と
は
丸
で
変
っ
て
来
ま
す
わ
。
好
き
な
事
が
出
来
ま
す
の
。
あ
〉
。

わ
た
し
な
ん
だ
か
身
が
軽
く
な
っ
た
や
う
な
、
嬉
し
い
心
持
に
な
っ
て
ゐ

ま
す
の
よ
。
お
金
が
沢
山
あ
っ
て
苦
労
は
ち
っ
と
も
な
い
と
な
る
と
、
ま

ぁ
、
兎
に
角
、
好
い
わ
ね
。
あ
な
た
だ
っ
て
さ
う
思
で
せ
う
。

二
ノ
ラ
(
略
)
だ
け
ど
、
も
う
、
お
聞
き
に
な
っ
た
で
せ
う
?
私
ど
も

で
大
変
な
出
世
を
し
ま
し
た
こ
と
を
。
(
略
)
ま
あ
何
で
せ
う
、
宅
が
株

式
銀
行
の
支
配
人
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
(
略
)
は
あ
、
ね
え
?
弁
護
士

な
ん
で
も
の
は
、
極
ま
っ
た
宛
の
な
い
職
業
で
す
か
ら
ね
。
ち
ょ
っ
と
で

も
暗
い
と
こ
の
あ
る
仕
事
は
す
ま
い
と
な
る
と
、
尚
の
こ
と
さ
う
で
す
し
、

宅
は
勿
論
暗
い
こ
と
が
大
嫌
ひ
で
、
私
だ
っ
て
其
主
義
で
す
か
ら
、
到
底

や
り
切
れ
ま
せ
ん
わ
。
そ
れ
で
今
度
は
私
ど
も
、
何
ん
な
に
か
喜
ん
だ
で

せ
う
?
新
年
か
ら
其
方
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
て
る
の
で
す
よ
。
給
料
も
ど

っ
さ
り
取
れ
て
、
配
当
も
あ
る
ん
で
す
か
ら
ね
え
、
是
れ
か
ら
は
、
す
っ

か
り
今
ま
で
と
違
っ
て
、
見
違
へ
る
や
う
な
暮
し
が
出
来
ま
す
|
|
実
際

何
ん
な
暮
し
で
も
好
き
な
こ
と
が
出
来
る
ん
で
す
よ
。
あ
〉
私
、
本
当
に

気
が
浮
き
/
¥
し
て
、
幸
福
で
す
の
。
お
金
が
沢
山
あ
っ
て
、
心
配
事
は

少
し
も
無
し
、
申
分
は
無
い
で
せ
う

円
ノ
U
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こ
の
場
面
の
ノ
ラ
や
へ
ル
メ
ル
か
ら
は
、
収
入
の
多
い
職
に
就
き
、
生
活
が

安
定
し
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
姿
が
読
み
取
れ
る
。
働
か
な
け
れ
ば
生

活
で
き
な
か
っ
た
頃
と
は
違
い
、
夫
の
十
分
な
収
入
で
お
金
の
心
配
を
せ
ず
に

生
活
で
き
る
と
喜
ぶ
ノ
ラ
か
ら
は
、
「
夫
の
人
形
」
で
し
か
な
い
妻
の
姿
が
表
わ

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
リ
ン
デ
か
ら
は
、
働
く
こ
と
へ
の
必
要
性
を
説

く
台
詞
が
発
せ
ら
れ
る
。
以
下
は
ノ
ラ
と
リ
ン
デ
が
、
お
互
い
が
今
ま
で
ど
の

よ
う
な
生
活
を
し
て
き
た
か
を
語
り
合
う
場
面
で
あ
る
。

③ 

リ
ン
デ

そ
れ
か
ら
わ
た
し
小
さ
い
小
間
物
屋
を
し
た
り
、
小
さ
い
学



校
を
し
た
り
、
種
々
雑
多
の
事
を
し
て
凌
い
で
行
き
ま
し
た
の
。
此
三
年

と
云
ふ
も
の
は
、
わ
た
し
の
た
め
に
は
息
休
め
の
出
来
な
か
っ
た
、
長
い
、

長
い
一
日
の
や
う
な
気
が
し
ま
す
の
で
す
が
、
そ
れ
も
今
日
は
お
し
ま
ひ

で
す
の
。
も
う
母
の
た
め
に
稼
が
な
く
て
も
好
く
な
り
ま
し
て
ね
。
亡
く

な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
。
弟
達
も
も
う
世
話
な
し
な
の
。
そ
れ
/
¥
守
商

売
に
有
り
付
い
て
、
遣
っ
て
行
け
ま
す
か
ら
。

三
リ
ン
デ
ン
そ
れ
か
ら
色
々
工
風
し
ま
し
て
、
庖
を
開
い
て
見
た
り
、

小
さ
な
学
校
も
や
っ
て
見
た
り
、
出
来
る
だ
け
の
事
は
し
て
見
ま
し
た
。

こ
の
三
年
間
は
私
に
取
っ
ち
ゃ
、
長
い
一
一
続
き
の
戦
争
で
し
た
よ
。
け
れ

ど
も
、
も
う
そ
れ
も
終
へ
ま
し
た
。
心
配
し
て
ゐ
た
母
は
、
も
う
私
に
用

の
無
い
身
に
ま
っ
て
、
墓
場
へ
行
き
ま
す
し
、
子
供
た
ち
は
実
業
の
方
に

口
が
あ
っ
て
、
独
立
し
て
や
っ
て
ゐ
ま
す
。

④
リ
ン
デ
い
う
え
。
只
な
ん
と
も
云
へ
な
い
、
虚
つ
ぽ
に
な
っ
た
や
う

な
気
が
し
ま
す
の
。
誰
の
た
め
に
働
か
う
と
云
ふ
相
手
が
な
く
な
っ
た
の

で
す
か
ら
。
(
不
安
ら
し
く
身
を
起
す
。
)
実
は
そ
れ
で
片
田
舎
の
家
に

ゐ
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
の
。
こ
こ
な
ら
わ
た
し
が
身
を
打
ち
込
ん

で
、
余
計
な
事
を
思
は
な
い
で
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
為
事
の
口
も
、
見
付
か

り
易
く
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
し
て
ね
。
あ
ぶ
な
く
な
い
ロ
で
ね
、
何
か
事

務
所
の
や
う
な
所
へ
で
も
使
っ
て
く
れ
る
人
が
あ
り
ま
し
た
ら
。

四
リ
ン
デ
ン
い
〉
え
、
ノ
ラ
さ
ん
。
何
と
も
言
へ
な
い
淋
し
い
も
の
で

す
よ
。
誰
を
宛
に
生
き
て
る
と
い
ふ
ぢ
ゃ
な
し
。
(
い
ら
/
¥
し
た
様
子

で
立
ち
上
が
り
)
私
が
あ
ん
な
辺
部
に
居
堪
え
ら
れ
な
く
一
な
っ
た
の
も
其

の
た
め
で
す
。
こ
ち
ら
へ
参
っ
た
ら
、
本
当
に
為
甲
斐
の
あ
る
仕
事
が
見

つ
か
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
し
て
ね
、
何
で
も
い
〉
か
ら
、
私
の
気
を
外
へ

散
ら
さ
せ
な
い
仕
事
が
為
た
い
と
思
ひ
ま
す
の
よ
。
何
か
極
ま
っ
た
勤
め

口
で
も
あ
れ
ば
い
〉
ん
で
す
が
ね
え
l
lム
寓
社
へ
で
も
出
る
や
う
な
i
l

③
の
鴎
外
訳
で
は
、
働
い
て
い
た
時
間
を
「
長
い
、
長
い
一
日
」
と
表
現
し

て
い
る
の
に
対
し
、
一
二
の
抱
月
訳
で
は
「
長
い
一
続
き
の
戦
争
」
と
表
現
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
④
、
四
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
誰
か
の
た
め
に
働
い
て
い

た
リ
ン
デ
は
、
い
ざ
仕
事
が
な
く
な
る
と
不
安
に
襲
わ
れ
、
(
抱
月
訳
で
は
「
い

ら
い
ら
し
た
様
子
」
と
表
現
。
)
な
に
か
ち
ょ
う
ど
い
い
勤
め
口
が
な
い
か
相

談
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
リ
ン
デ
は
働
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
今
ま
で
働
い
て
い
た
自
分
に
誇
り
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
、
次
の
引
用
か

ら
窺
え
る
。

内ぺ
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⑤
ノ
ラ
あ
な
た
は
丸
つ
切
わ
た
し
を
馬
鹿
に
し
て
入
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
ね
、
そ
れ
は
さ
う
な
さ
ら
な
い
方
が
宜
し
い
の
よ
。
あ
な
た
だ
っ
て
、

詰
ま
り
、
長
い
間
、
う
ん
と
お
っ
母
さ
ん
の
た
め
に
働
い
て
お
出
な
す
っ

た
と
云
ふ
の
で
せ
う
。

玉
ノ
ラ
あ
な
た
が
私
を
見
く
び
っ
て
居
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
知
っ
て
ま
す

け
れ
ど
ね
あ
な
た
に
其
の
権
利
は
な
く
っ
て
よ
。
お
っ
母
さ
ん
の
為
に
長

い
間
一
生
懸
命
お
働
き
な
す
っ
た
と
い
ふ
の
が
、
あ
な
た
の
誇
り
で
せ

h

つつ・

⑥ 

い
〉
え
ね
、
わ
た
し
ど
な
た
を
だ
っ
て
馬
鹿
に
な
ん
ぞ
し
ゃ

リ
ン
デ



し
ま
せ
ん
の
。
で
す
け
れ
ど
た
っ
た
一
つ
わ
た
し
の
自
慢
話
が
あ
り
ま
す

の
。
そ
れ
は
母
が
亡
く
な
る
前
に
、
暫
く
の
間
苦
労
を
さ
せ
な
い
や
う
に

す
る
こ
と
が
出
来
た
と
云
ふ
の
が
、
自
慢
で
も
あ
り
、
健
倖
で
も
ご
ざ
い

ま
す
の
。

六
リ
ン
デ
ン
私
決
し
て
人
様
を
見
く
び
り
な
ん
か
為
ま
せ
ん
。
も
っ
と

も
、
私
が
母
の
最
期
を
安
楽
に
さ
せ
た
と
申
す
こ
と
は
、
考
へ
る
と
嬉
し

く
も
あ
り
、
誇
り
と
も
存
じ
て
ゐ
ま
す
。

⑦
ノ
ラ
そ
れ
に
御
兄
弟
お
二
人
の
た
め
に
も
お
な
り
に
な
っ
た
の
を
脅

っ
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
で
せ
う
。

七
ノ
ラ
そ
れ
か
ら
、
あ
な
た
の
御
兄
弟
の
為
め
に
お
蓋
し
な
す
っ
た
事

も
誇
り
で
せ
う
つ
・

③ 

リ
ン
デ

え
〉
。
そ
れ
も
当
り
前
ぢ
ゃ
な
く
っ
て
。

J¥. 

リ
ン
デ
ン

当
然
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

⑤
、
玉
か
ら
③
、
八
に
か
け
て
続
く
ノ
ラ
と
リ
ン
デ
の
会
話
か
ら
、
リ
ン
デ

は
、
女
で
あ
る
自
分
が
働
い
て
家
族
を
支
え
た
過
去
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
『
人
形
の
家
』
に
お
い
て
、
働
く
こ
と
は
決
し
て
非
難

さ
れ
る
べ
き
行
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ン
デ
が
働
い
て
誰
か
の
役
に

立
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
ノ
ラ
も
ま
た
、
自
分
が
過
去
に
働
い
た
時
の
経
験
を
話

し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
の
引
用
で
あ
る
。

⑨
ノ
ラ
さ
う
で
せ
う
。
で
も
わ
た
し
ま
だ
外
の
収
入
が
あ
る
の
。
去
年

の
冬
な
ん
ぞ
は
、
為
合
せ
と
写
し
物
を
沢
山
頼
ま
れ
た
の
。
部
屋
に
引
っ

込
ん
で
、
毎
晩
遅
く
ま
で
書
き
ま
し
た
の
。
ど
う
か
す
る
と
草
臥
れ
て
、

草
臥
れ
て
。
で
も
働
い
て
、
儲
け
る
の
は
面
白
い
も
の
ね
。
も
少
し
で
男

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
の
。

九
ノ
ラ
ま
あ
そ
れ
は
い
〉
と
し
て
、
其
の
外
に
も
私
、
別
口
で
金
を
こ

し
ら
へ
ま
し
た
の
よ
。
去
年
の
暮
、
大
変
好
い
都
合
で
し
て
ね
、
写
し
物

を
ど
っ
さ
り
頼
ま
れ
ま
し
た
。
毎
晩
、
夜
晩
く
ま
で
閉
ぢ
寵
っ
て
書
き
ま

し
た
つ
け
が
、
時
々
随
分
疲
れ
て
、
仕
ゃ
う
の
な
い
事
が
あ
り
ま
し
た
よ
。

け
れ
ど
も
あ
ん
な
風
に
働
い
て
お
金
を
儲
け
た
時
は
、
い
L
気
持
で
す
こ

と
ね
え
。
全
で
男
に
な
っ
た
や
う
な
気
持
で
す
わ
。

A
吐

1
i
 

ノ
ラ
の
働
く
こ
と
に
対
す
る
感
想
を
、
鴎
外
は
「
面
白
い
も
の
ね
。
」
と
訳

し
、
抱
月
は
「
い
〉
気
持
で
す
こ
と
ね
え
。
」
と
訳
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
肯

定
的
な
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
お
金
を
稼
ぐ
た
め
に
、
生
活
を
成
り
立
た
せ

る
た
め
に
嫌
々
働
く
と
い
う
気
持
ち
で
は
な
く
、
ノ
ラ
は
働
く
こ
と
に
対
し
て

プ
ラ
ス
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
ノ
ラ
の
言
葉
は
『
人
形
の
家
』
の

職
業
観
を
考
え
る
上
で
重
要
な
台
詞
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
職
業
に
対
す
る
積
極

的
な
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
台
詞
で
あ
る
。
次
に
、
ノ
ラ
が
夫
ヘ
ル
メ
ル
に
リ
ン

デ
の
職
を
探
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
て
い
る
場
面
を
見
て
い
き
た
い
。

⑬
ノ
ラ
こ
の
方
事
務
所
何
ぞ
の
為
事
が
ひ
ど
く
お
上
手
な
の
。
で
是
非

し
っ
か
り
し
た
人
に
指
図
し
て
貰
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
手
際
よ
り
も
っ
と



旨
く
な
り
た
い
と
お
思
な
す
っ
て
。

一
O

ノ
ラ
ね
、
あ
な
た
、
ク
リ
ス
チ
ナ
さ
ん
は
算
盤
が
非
常
に
お
上
手

な
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
何
う
か
第
一
流
の
事
業
家
に
使
っ
て
貰
っ
て
、

も
っ
と
修
業
が
し
た
い
と
い
ふ
お
考
な
の
で
す
|
|

⑪ 

¥
レ
式
レ

J

P

ノ
『
ノ
・
ノ

そ
こ
で
帳
場
の
棟
な
所
の
為
事
に
は
慣
れ
て
お
出
で
す
か
。

ヘ
ル
マ

l

で
、
会
社
な
ど
の
業
務
に
御
経
験
が
あ
り
ま
す
か
?

⑫ 

リ
ン
デ

え
〉
、
可
な
り
出
来
ま
す
積
り
で
。

リ
ン
デ
ン

充
分
ご
ざ
い
ま
す
。

⑬
ヘ
ル
メ
ル
好
い
工
合
で
す
。
そ
れ
だ
と
、
多
分
適
当
な
地
位
を
椿
へ

て
お
上
申
す
こ
と
が
出
来
さ
う
で
す
。

一
三
ヘ
ル
マ
!

す
な
。

は
は
あ
、
そ
れ
な
ら
何
処
か
へ
お
世
話
が
出
来
さ
う
で

ヘ
ル
メ
ル
は
リ
ン
デ
に
、
未
婚
か
ど
う
か
と
仕
事
に
対
し
て
ど
れ
位
経
験
が

あ
る
か
を
尋
ね
て
い
る
。
⑬
、
一
三
で
ヘ
ル
メ
ル
が
「
適
当
な
地
位
を
椿
へ
て

お
上
申
す
こ
と
が
出
来
さ
う
」
「
何
処
か
へ
お
世
話
が
出
来
さ
う
」
と
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
仕
事
に
対
す
る
ス
キ
ル
が
あ
れ
ば
、
性
別
は
関
係
な
く
職
業
の

ポ
ス
ト
に
就
け
る
環
境
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
注
目
し
た
い

の
は
そ
れ
が
肉
体
労
働
で
は
な
く
「
帳
簿
の
様
な
」
(
⑪
参
照
)
「
会
社
の
業
務
」

(
一
一
参
照
)
と
い
っ
た
知
的
な
仕
事
で
あ
る
点
だ
ろ
う
。
女
だ
か
ら
と
い
っ

て
そ
の
職
業
内
容
が
差
別
さ
れ
な
い
点
も
ま
た
、
こ
の
作
品
の
重
要
な
職
業
観

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
幕
の
ヘ
ル
メ
ル
の
台
詞
(
⑬
、
二
二
)
か
ら
も

わ
か
る
。

⑬ 

ヘ
ル
メ
ル
だ
が
ね
、
己
は
リ
ン
デ
さ
ん
を
据
ゑ
る
や
う
に
、
あ
の
男

の
地
位
を
取
っ
て
置
い
た
の
だ
よ
。

一
三
ヘ
ル
マ
ー
で
も
お
前
、
私
が
リ
ン
デ
ン
の
奥
さ
ん
に
向
け
ゃ
う
と

恩
ふ
の
は
、
あ
い
つ
の
地
位
な
ん
だ
よ
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
あ
の
男
(
あ
い
つ
)
と
い
う
の
は
、
ク
ロ
グ
ス
タ
ツ

ト
の
こ
と
で
あ
り
、
ヘ
ル
メ
ル
は
リ
ン
デ
を
今
ま
で
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
が
い
た

ポ
ス
ト
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
台
詞
か
ら
も
男
女
が
同
じ
地
位
に
つ

け
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

第
三
章
に
入
り
、
リ
ン
デ
と
ク
ロ
グ
ス
タ
ッ
ト
が
会
話
を
し
て
い
る
箇
所
で

リ
ン
デ
は
自
分
が
働
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
を
語
る

場
面
が
あ
る
。

戸

h
d

可
1
よ

⑭ 

リ
ン
デ
わ
た
し
は
生
き
て
ゐ
て
は
、
為
事
を
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な

い
性
分
で
す
。
思
ひ
出
さ
れ
る
だ
け
古
い
こ
と
を
考
へ
て
見
ま
し
で
も
、

わ
た
し
終
始
為
事
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
た
つ
た
一
つ
の
、

一
番
嬉
し
い
楽
し
み
で
し
た
。
そ
れ
に
今
わ
た
し
は
本
当
の
ひ
と
り
ぼ

っ
ち
に
な
っ
て
世
の
中
に
残
っ
て
ゐ
ま
す
。
恐
ろ
し
い
、
脱
殻
に
な
っ



た
や
う
な
心
持
で
、
取
り
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
さ
う
な
っ
て
し
ま

っ
て
、
自
分
一
人
の
た
め
に
働
く
の
は
楽
し
み
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ね

え
、
あ
な
た
、
わ
た
し
が
誰
の
た
め
に
働
く
と
か
何
の
た
め
に
働
く
と

か
云
ふ
や
う
に
、
相
手
に
な
る
人
な
り
為
事
な
り
椿
へ
て
は
下
さ
い
ま

す
ま
い
か
。

一
四
リ
ン
デ
ン
何
に
よ
り
も
仕
事
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
?
仕

事
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
私
の
記
憶
し
て
ゐ
る
限

り
で
は
、
私
は
一
生
仕
事
の
し
通
し
で
す
よ
。
仕
事
が
私
に
と
っ
て
は
非

常
な
楽
し
み
に
な
っ
て
居
ま
し
た
。
所
が
、
か
う
し
て
唯
一
人
に
な
っ
て

見
ま
す
と
、
自
分
で
自
分
を
当
に
仕
事
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ち
っ
と

も
幸
福
な
も
の
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
ね
、
あ
な
た
何
う
か
当
に

し
て
働
く
甲
斐
の
あ
る
人
を
私
に
見
付
け
て
下
さ
い
な
。
そ
ん
な
風
に
し

て
仕
事
を
さ
せ
て
下
さ
い
な
。

鴎
外
は
「
わ
た
し
は
生
き
て
ゐ
て
は
、
為
事
を
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
性

分
で
す
。
」
と
リ
ン
デ
に
語
ら
せ
て
お
り
、
リ
ン
デ
の
仕
事
を
し
た
い
と
い
う

強
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
台
詞
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
抱
月
は

「
何
に
よ
り
も
仕
事
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
?
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
生

き
て
行
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
」
と
、
経
済
的
な
側
面
か
ら
職
業
を
捉
え
て
い
る

よ
う
な
言
葉
で
訳
し
て
い
る
。
鴎
外
の
方
が
、
仕
事
に
対
す
る
喜
び
ゃ
、
や
り

が
い
と
い
っ
た
も
の
を
読
み
取
り
ゃ
す
い
翻
訳
に
な
っ
て
お
り
、
鴎
外
は
女
性

が
職
業
に
就
く
こ
と
に
対
し
て
、
積
極
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
覚
し
た
ノ
ラ
が
ヘ
ル
メ
ル
と
会
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
『
人
形
の
家
』
の
中
で
登
場
人
物
達
が
持
つ
職
業
観
を
、
鴎
外
訳
、
抱

月
訳
の
二
つ
を
引
用
し
て
考
察
を
進
め
た
。
作
品
全
体
を
通
し
て
リ
ン
デ
の
台

詞
か
ら
は
、
働
く
こ
と
に
対
す
る
誇
り
や
必
要
性
が
読
み
取
れ
る
。
リ
ン
デ
が

事
務
と
い
う
知
的
な
職
業
に
就
く
点
か
ら
は
、
女
性
だ
か
ら
と
い
っ
て
差
別
さ

れ
な
い
職
業
環
境
が
こ
の
作
品
の
中
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ノ
ラ

も
「
働
い
て
、
儲
け
る
の
は
面
白
い
も
の
ね
」
(
鴎
外
訳
⑨
参
照
)
と
語
っ
て

お
り
、
女
性
が
働
く
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
鴎
外
と
抱
月
、
二
つ
の
訳
を
見
る
こ
と
で
、
鴎
外
訳
の
方
が

女
性
の
就
職
に
対
す
る
や
り
が
い
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
⑭
(
一

四
)
の
引
用
か
ら
わ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
『
人
形
の
家
』
は
働
く
女
性
、
自
立
す
る
女
性
が
描
か
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
「
良
妻
賢
母
」
に
逆
行
し
て
い
る
考
え
で
あ
っ
た
。
こ

の
作
品
に
触
れ
た
読
者
や
観
客
は
、
そ
の
心
の
内
に
女
性
の
「
自
立
」
や
「
職

業
」
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ず
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
人
形
の
家
』
が

人
々
の
意
識
に
変
化
を
与
え
た
一
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
社
会
に

一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
章
で
『
人
形
の
家
』
の
職
業
観
を
考
察
し
、
こ
の
作
品
中
に
は
、
女
性

の
積
極
的
な
職
業
環
境
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
日
本
女
性
の
職
業
観
に
問
題

提
起
を
す
る
よ
う
な
台
詞
が
多
々
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
の
第
二
章

で
は
、
『
人
形
の
家
』
上
演
前
後
に
お
い
て
、
日
本
女
性
の
職
業
が
ど
の
よ
う
な

状
況
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

n
h
u
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『
人
形
の
家
』
上
演
前
後
に
お
け
る
女
性
と
職
業

こ
の
章
で
は
、
『
人
形
の
家
』
が
日
本
で
上
演
さ
れ
た
明
治
末
期
か
ら
大
正
初

期
を
中
心
に
、
日
本
女
性
の
職
業
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
か

を
考
察
し
て
い
く
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
『
人
形
の
家
』
は
女
性
の

自
立
を
テ

l
マ
に
、
職
業
に
つ
い
て
多
く
の
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
触

れ
た
で
あ
ろ
う
女
性
た
ち
が
生
き
て
い
た
時
代
の
職
業
を
見
て
い
く
こ
と
で
、

日
本
に
お
け
る
『
人
形
の
家
』
と
職
業
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

考
察
に
入
る
前
に
、
日
本
に
お
け
る
職
業
婦
人
の
流
れ
を
簡
潔
に
紹
介
し
た

い
。
女
性
が
職
業
と
関
わ
り
を
深
く
し
て
い
く
の
は
、
日
露
戦
争
後
で
あ
る
。

遺
家
族
の
生
活
問
題
、
戦
後
の
子
育
て
問
題
の
浮
上
、
貧
困
層
の
拡
大
な
ど
、

自
身
の
生
活
維
持
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
職
業
に
目
を
向
け
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
に
も
女
性
の
職
業
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
教
員
や
看
護
婦
、

助
産
婦
、
医
師
、
電
信
電
話
の
交
換
手
、
速
記
者
な
ど
は
比
較
的
早
い
時
期
か

ら
女
性
の
職
業
分
野
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
社
会
の
目
か
ら
見
る
と
未
だ

職
業
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
女
性
が
職
業
に
就
く
と
い
う
こ
と
自

体
に
対
す
る
理
解
が
無
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
明
治
三

0
年
代
に
入
る
と
政

府
に
よ
る
良
妻
賢
母
主
義
教
育
が
徹
底
さ
れ
、
「
家
」
中
心
の
考
え
が
深
ま
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
先
述
し
た
よ
う
に
日
露
戦
争
の
終
戦
を
き
っ
か
け

に
女
性
の
職
場
進
出
は
盛
ん
に
な
る
が
、
女
性
の
就
職
に
対
し
世
の
中
の
意
見

は
否
定
的
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
明
治
末
期
の
四
三
年
六
月
「
東
洋

時
論
」
第
一
巻
第
二
号
に
「
女
子
職
業
熱
の
勃
興
」
と
題
し
た
評
論
が
掲
載
さ

れ
た
。
こ
の
評
論
で
は
「
女
の
職
業
に
た
い
す
る
軽
蔑
や
反
感
、
嫌
悪
が
分
析

す
れ
ば
男
の
偏
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
一
(
村
上
信
彦
『
大
正
期
の
職
業
婦

人
』
)
と
い
っ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
当
時
と
し
て
は
革
新
的
な
主
張
が
発
表
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
松
尾
氏
も
自
身
の
著
書
の
中
で
、
「
“
青
鞘
"
よ
り
も
一
歩

進
ん
で
、
婦
人
の
経
済
的
自
立
の
必
要
性
を
論
じ
、
職
業
婦
人
蔑
視
の
俗
見
と

闘
っ
た
」
二
雑
誌
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
、
徐
々
に
女
性
の
職
業
に
対
す
る
差
別
的
な
視
線
が
少
な
く
な
っ

て
い
く
。
こ
の
偏
見
を
な
く
す
き
っ
か
け
は
、
女
性
雑
誌
で
職
業
を
取
り
上
げ

た
こ
と
に
よ
る
と
村
上
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
三
大
正
期
に
入
り
、
新
聞
や
雑

誌
が
女
性
の
職
業
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
し
、
そ
れ
が
読
者
や
世
間
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
女
性
の
一
つ
の
生
き
方
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
。こ

の
よ
う
に
、
『
人
形
の
家
』
が
上
演
さ
れ
た
時
代
の
女
性
の
職
業
を
理
解
す

る
上
で
、
雑
誌
の
職
業
に
関
す
る
記
事
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
こ
の
章
で
は
ま
ず
、
職
業
を
取
り
扱
っ
た
雑
誌
記
事
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

は
じ
め
に
、
明
治
四
一
年
と
い
う
早
い
時
期
に
女
性
の
職
業
に
関
す
る
投
稿

論
文
が
掲
載
さ
れ
た
、
雑
誌
「
女
子
文
壇
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
こ
の

雑
誌
は
明
治
三
八
年
一
月
か
ら
大
正
二
年
八
月
ま
で
発
行
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
で

あ
る
。
内
容
は
、
小
説
や
詩
、
論
文
と
多
岐
に
渡
り
、
明
治
四
二
年
一
月
に
は

木
下
尚
江
、
新
渡
戸
稲
造
、
三
輪
田
元
道
、
安
部
磯
雄
、
姉
崎
正
治
、
成
瀬
仁

蔵
に
よ
っ
て
『
近
代
女
性
の
自
覚
』
特
集
も
組
ま
れ
、
新
し
い
女
性
の
あ
る
べ

き
姿
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
正
二
年
に
は
『
婦
人
文
芸
』
の
特
集
も
試
み

ら
れ
、
女
流
文
芸
の
振
興
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。

「
女
子
文
壇
」
で
初
め
て
女
性
の
職
業
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
の
は
、
明
治

四
一
年
八
月
号
の
駒
形
す
み
れ
が
女
性
の
職
業
拡
大
に
つ
い
て
意
見
し
た
投
稿

ウ
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論
文
「
女
の
職
業
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、

一
部
を
抜
粋
す
る
。

古
か
ら
我
が
国
で
は
女
は
男
に
頼
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
て
、
職
業
な
ど
覚

え
様
と
す
る
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
略
)
然
し
こ
れ
か
ら
の
女
の

取
る
べ
き
職
業
は
益
々
拡
張
さ
れ
て
、
何
処
の
国
で
も
女
が
男
の
領
分
に

立
ち
入
っ
て
盛
ん
に
其
の
職
を
蚕
食
す
る
様
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
(
略
)
独
立
し
て
行
け
る
位
の
職
業
を
覚
え
て
、
男
の
軽
侮
に
対
し

て
反
抗
心
位
は
起
し
て
も
よ
ろ
し
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
一
体
女
が
男
に

翻
弄
物
視
せ
ら
る
〉
の
は
何
故
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
?
つ
ま
り
自
個
の

力
に
依
っ
て
立
つ
丈
の
職
業
を
知
ら
な
い
為
め
、
絶
対
的
に
男
を
頼
り
自

然
と
翻
弄
物
視
せ
ら
る
〉
様
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
て
見
れ
ば

女
だ
か
ら
と
て
自
分
で
独
立
し
て
行
け
る
丈
の
職
業
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、

男
子
か
ら
軽
侮
さ
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
ま
い

こ
の
論
文
か
ら
は
、
日
清
戦
争
後
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
生
活
の
必
要
性
に
迫

ら
れ
て
職
業
を
す
る
と
い
う
考
え
よ
り
も
、
む
し
ろ
男
性
と
平
等
に
渡
り
歩
く

手
段
と
し
て
女
性
が
職
業
を
捉
え
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
論
文

を
期
に
、
ほ
ぼ
毎
月
に
渡
っ
て
女
性
の
職
業
に
関
す
る
論
説
が
紙
面
に
登
場
す

る
だ
け
で
な
く
、
明
治
四
三
年
に
な
る
と
、
実
際
に
職
業
に
従
事
し
て
い
る
女

性
の
体
験
談
記
事
が
数
を
増
や
し
て
く
る
。
金
子
幸
代
氏
、
伊
藤
悪
理
氏
が
「
女

性
雑
誌
と
職
業
i

一
九
一

O
年
1
一
九
一
三
年
に
お
け
る
「
女
子
文
壇
」
の
文

化
的
研
究
E
」
(
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
第
四
九
号
、
二

O
O八
年
八
月
)
で

ご
九
一

O
年
(
明
治
四
十
三
)
一
月
か
ら
一
九
一
三
年
(
大
正
二
)
八
月
ま

で
に
お
い
て
、
女
性
の
事
務
員
に
関
す
る
記
事
は
教
師
に
次
い
で
二
番
目
に
多

く
全
体
の
一
割
以
上
を
占
め
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
事
務
員
は

人
気
の
職
業
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い

の
が
、
『
人
形
の
家
』
に
お
い
て
リ
ン
デ
が
希
望
し
て
い
た
職
業
も
ま
た
、
事
務

員
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
『
人
形
の
家
』
は
女
性
の
自
立
を
テ

l
マ
と
し
て
、
観

客
や
読
者
に
職
業
に
関
す
る
問
い
か
け
を
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
一
章

で
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
次
で
は
「
女
子
文
壇
」
で
の
事
務
員
に
関
す
る

記
事
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
事
務
員
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
は
、
金
子

幸
代
氏
と
伊
藤
事
理
氏
に
よ
る
「
女
性
雑
誌
と
職
掌
ア
一
九
一

O
年
1
一
九
一

三
年
に
お
け
る
「
女
子
文
壇
」
の
文
化
的
研
究
E
」
の
資
料
、
{
表
3
女
性
の
職

業
関
連
記
事
・
職
業
別
】
を
参
考
に
し
た
。
以
下
、
本
論
中
の
括
弧
囲
み
数
字

(【
1
月
【
2
一
:
)
は
、
巻
末
に
掲
載
し
た
資
料
「
女
子
文
壇
」
に
お
け
る
事

務
員
に
関
す
る
記
事
の
通
番
と
対
応
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
し
て
ほ

し
い
。「

女
子
文
壇
」
に
お
い
て
、
事
務
員
に
関
す
る
記
事
は
明
治
四
三
年
に
は
六

つ
登
場
す
る
。
そ
の
中
に
は
父
親
が
亡
く
な
っ
て
家
庭
の
金
銭
的
な
問
題
か
ら
、

仕
方
な
く
事
務
を
し
て
い
る
随
筆
が
二
つ
あ
っ
た
。
(
【
3
】
随
筆
「
女
子
事
務

員
の
朝
夕
」
、

{
4
】
随
筆
「
寂
し
き
家
」
)
家
計
を
助
け
る
た
め
に
、
虚
栄
や
誇

り
を
捨
て
て
事
務
員
を
務
め
る
彼
女
た
ち
か
ら
は
、
こ
の
仕
事
に
対
す
る
消
極

的
な
姿
が
窺
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
【
6
】
本
欄
「
女
子
判
任
官
と
語
る
」
の
記

事
で
は
、
世
間
の
目
の
冷
た
さ
や
徹
夜
の
辛
さ
が
嘆
か
れ
て
い
る
反
面
、
女
子

の
職
業
に
つ
い
て
今
少
し
地
位
を
高
め
て
欲
し
い
、
体
質
の
面
で
は
男
子
に
負

け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
仕
事
の
面
で
は
引
け
を
と
ら
な
い
と
い
っ
た
仕
事
へ

の
積
極
的
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
明
治
四
四
年
の
事
務
員
に
関
す
る
記

事
は
一
つ
で
あ
る
。
(
【
7
}
本
欄
「
加
納
子
爵
の
家
庭
。
信
用
組
合
の
開
祖
。

子
爵
夫
人
自
ら
事
務
掛
り
」
)
演
劇
界
で
は
、
こ
の
年
の
九
月
に
試
演
場
で
『
人

形
の
家
』
一
幕
と
三
幕
が
、
一
一
月
に
は
帝
国
劇
場
で
『
人
形
の
家
』
全
幕
が

口
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上
演
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
翌
年
の
明
治
四
五
年
に
【
8
】
評
論
「
事
務
員
」

が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
評
論
記
事
で
は
、
女
は
嫁
に
行
く
ほ
か
道
は
な
い
と
言

わ
れ
て
い
た
世
の
中
だ
っ
た
が
、
女
性
の
進
歩
に
伴
っ
て
事
務
員
が
登
場
し
て

き
た
こ
と
が
喜
ば
し
い
と
書
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
続
き
、
女
は
世
の
中
の
役

に
立
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、
今
で
は
多
数
の
会
社
で
雄
々
し
く
働
い

て
お
り
、
女
性
の
活
動
の
端
緒
が
開
け
て
嬉
し
い
と
筆
者
は
感
想
を
漏
ら
し
て

い
る
。
さ
ら
に
今
後
の
課
題
と
し
て
「
今
少
し
重
々
し
く
、
社
会
一
般
よ
り
重

要
視
せ
ら
る
〉
様
に
な
り
た
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
(
略
)
女
に
自
由
な

空
気
を
吸
は
せ
、
亦
自
由
な
活
動
を
興
へ
る
事
が
目
下
の
急
務
で
あ
る
と
思
ひ

ま
す
」
と
女
性
の
社
会
進
出
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
強
い
思
い
が
伝
わ

る
記
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
評
論
は
編
集
側
か
ら
「
地
賞
」
に
選
ば
れ
、
「
空
し
い

気
焔
と
は
違
ひ
、
根
抵
を
現
実
に
置
い
た
確
か
な
意
見
で
あ
る
」
と
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
演
劇
界
で
『
人
形
の
家
』
が
上
演
さ
れ
た
明
治
末

期
、
職
業
婦
人
に
対
す
る
差
別
的
な
視
線
が
少
な
く
な
る
に
つ
れ
、
事
務
員
と

い
う
仕
事
も
少
し
ず
つ
社
会
の
中
で
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
記

事
以
降
、
「
女
子
文
壇
」
が
廃
刊
す
る
大
正
二
年
ま
で
に
お
い
て
、
事
務
員
の
記

事
は
七
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
小
説
は
五
つ
あ
り
、
主
人
公
は
全
員
「
事
務
員
」

と
し
て
働
い
て
い
る
。
(
【
9
】
「
恋
知
ら
ぬ
人
」
は
男
性
事
務
員
の
手
伝
い
を
す

る
少
女
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
四
つ
は
全
て
事
務
員
の
女
性
を
主

人
公
と
し
た
話
で
あ
る
。
)
小
説
の
主
人
公
が
事
務
員
を
し
て
い
る
姿
か
ら
は
、

こ
の
職
業
が
職
業
婦
人
の
仕
事
と
し
て
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
事
実
を
反
映
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
雑
誌
「
女
子
文
壇
」
は
女
性
が
職
業
に
就
く
こ
と
に
対

し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
村
上
氏
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
四
、
女
性
雑
誌
で
多
く
の
職
業
を
取
り
上
げ
紹
介
す
る
こ
と
が
、

職
業
婦
人
に
対
す
る
社
会
の
偏
見
を
無
く
し
て
い
っ
た
一
つ
の
大
き
な
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
中
で
教
師
に
次
い
で
二
番
目
に
多
く
登
場
し

た
事
務
員
五
は
、
女
性
の
新
し
い
職
業
の
一
っ
と
認
識
さ
れ
て
い
く
。
特
に
明

治
四
四
年
に
『
人
形
の
家
』
が
文
芸
協
会
に
よ
っ
て
日
本
で
初
上
演
さ
れ
て
以

降
、
翌
年
四
五
年
に
は
評
論
「
事
務
員
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
注
目
に
値
す
る

だ
ろ
う
。
女
性
に
と
っ
て
結
婚
が
人
生
の
最
も
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
時
代
が

変
化
し
、
事
務
員
と
し
て
働
く
こ
と
で
世
の
役
に
立
っ
て
い
る
喜
び
を
述
べ
た

こ
の
評
論
は
、
読
者
の
女
性
た
ち
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
も
事
務
員
を
仕
事
と
す
る
主
人
公
の
小
説
が
数
多
く
「
女

子
文
壇
」
の
紙
面
を
飾
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
務
員
に
関
す
る
記
事

が
増
え
た
背
景
に
は
、
職
業
婦
人
に
対
す
る
人
々
の
関
心
の
高
ま
り
だ
け
で
は

な
く
、
演
劇
界
を
超
え
て
社
会
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
『
人
形
の
家
』
で
テ

ー
マ
に
な
っ
た
女
性
の
「
自
立
」
「
職
業
」
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
は
考
え

る
の
だ
。

こ
こ
ま
で
、
「
女
子
文
壇
」
に
お
け
る
職
業
婦
人
に
関
す
る
記
事
を
、
特
に
「
事

務
員
」
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
た
。
次
か
ら
は
、
統
計
デ
l
タ
を
も
と
に
、

数
値
的
な
視
点
か
ら
日
本
女
性
の
職
業
を
見
て
い
き
た
い
。

先
に
、
女
性
職
業
の
資
料
不
足
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
く
。
明
治
か
ら
大

正
に
か
け
て
、
日
本
の
職
業
婦
人
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
の
に
対
し
、

政
府
は
そ
れ
を
軽
視
し
て
い
た
た
め
、
ま
と
ま
っ
た
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
体
系
的
な
統
計
デ
!
タ
は
無
く
、
一
般
民
間
の
職
業
婦

人
に
関
す
る
正
確
な
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
玉

O

人
以
上
の
女
工
を
収
容
し
て
い
た
工
場
や
文
部
省
に
属
す
る
女
性
教
員
の
数
、

逓
信
省
な
ど
の
女
性
職
員
の
数
は
あ
る
程
度
数
値
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
も
必

ず
し
も
正
確
だ
と
い
う
保
証
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
近
似
値
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を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

前
半
で
雑
誌
「
女
子
文
壇
」
の
考
察
を
し
た
時
と
同
じ
く
、
事
務
職
や
そ
れ

に
近
い
職
業
(
知
識
職
)
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
村
上
氏
が
、
「
わ

が
国
で
最
初
に
女
の
事
務
員
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
明
治
二

七
年
の
茨
城
県
河
内
郡
竜
ケ
崎
町
役
場
と
大
阪
の
三
井
銀
行
支
庖
で
あ
っ
た
。

次
い
で
明
治
三
二
年
に
は
日
本
銀
行
が
計
算
係
に
、
三
三
年
に
は
安
田
生
命
保

険
会
社
が
保
険
料
掛
に
女
を
採
用
し
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
六
明
治
三

O
年

前
後
に
始
ま
っ
た
女
子
事
務
員
の
採
用
は
、
明
治
初
期
か
ら
あ
っ
た
女
教
員
を

除
い
て
、
女
性
が
知
的
な
職
業
に
従
事
し
て
い
く
ス
タ
ー
ト
を
飾
る
職
業
と
な

っ
た
。表

①
を
見
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
お
け
る
、
電
信

電
話
事
務
の
就
職
者
数
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
男
性
の
人
数
が
四
分
の
三

を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
女
性
の
電
信
電
話
事
務
員
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
大
正
八
年
に
な
る
と
、
女
性
の
電
信
電
話
事
務
員
が
一
万
台

を
突
破
す
る
。
同
じ
時
期
の
高
等
女
学
校
の
女
性
教
員
数
が
約
二
五

O
O人
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
数
は
女
性
の
職
業
と
し
て
比
較
的
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
大
正
七
年
に
聞
か
れ
た
第
十
二
回
社
会
政
策
学
会
七
に
お
い
て
、
森

戸
辰
男
が
「
日
本
に
於
け
る
女
子
職
業
問
題
」
八
と
い
う
研
究
発
表
を
行
っ
た
。

こ
の
研
究
論
文
の
統
計
を
見
る
と
、
大
正
二
年
に
お
い
て
、
約
一
一
九
八
万
九

千
人
の
女
子
が
何
ら
か
の
職
業
に
従
事
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
商
業
及
び
交
通

業
に
関
す
る
職
業
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
約
一
二

O
万
人
を
数
え
、
有
業
女
子

の
約
一
割
に
あ
た
っ
た
。
(
資
料
編
表
②
参
照
)
商
業
及
び
交
通
業
の
中
に
は
、

物
品
販
売
、
売
買
仲
買
及
び
周
旋
業
、
金
融
及
び
保
険
業
、
宿
屋
飲
食
点
遊
技

場
及
び
興
行
場
に
関
す
る
営
業
、
交
通
業
の
五
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
約
一
二

O
万
人
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
は
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
ス
ト
ア
で
接
客
を
し
て
い

る
ス
ト
ア
・
ガ

l
ル
で
あ
る
が
、
職
業
内
容
に
事
務
作
業
が
含
ま
れ
る
為
替
貯

金
局
の
女
性
職
員
は
大
正
元
年
に
は
七
六
四
人
お
り
、
こ
の
数
は
年
々
増
加
し

て
い
た
。
(
資
料
編
表
③
参
照
)
森
戸
氏
が
論
文
の
中
で
「
我
国
に
於
て
も
亦
他

の
諸
国
に
於
け
る
が
知
く
益
々
多
く
の
女
子
が
商
業
及
交
通
業
の
方
面
に
そ
の

営
利
の
舞
台
を
見
出
し
つ
〉
あ
る
こ
と
を
推
知
し
得
る
の
で
あ
る
」
「
国
民
経
済

の
商
工
化
に
つ
れ
て
農
業
女
子
の
数
は
比
較
的
に
、
後
に
は
恐
ら
く
絶
対
的
に
、

減
少
し
、
所
謂
手
助
家
族
の
数
は
、
著
し
く
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
(
略
)
従
っ

て
彼
等
の
多
く
は
家
庭
以
外
に
於
て
、
特
に
商
工
業
及
自
由
業
に
於
て
新
し
き

地
位
を
求
め
て
、
完
全
な
る
職
業
女
子
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
」
と
推
測

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
日
本
女
性

の
就
く
職
業
が
知
的
労
働
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
後
増
加
の
一

途
を
辿
る
こ
と
が
、
統
計
デ

l
タ
を
分
析
し
て
い
く
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

年次 男性 女性

明治 39年末 27，264 1，103 

明治 42年 29，180 2，798 

大正元年 31，821 4，519 

大正 4年 32，290 5，648 I 

大正 7年 35，263 8，198 

大正 8年 39，172 10，037 

ハU
円

L

表①明治後期から大正初期の就

職者数

【電信電話事務】(出典)W日本帝

国統計年鑑』第四O回(内閣統計局、

大正 10年、 12月)

本
論
文
で
は
、
日
本
で
『
人
形
の
家
』
が
受
容
、
上
演
さ
れ
反
響
を
得
て
い

く
中
で
こ
の
作
品
が
果
た
し
た
役
割
を
職
業
婦
人
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
作
品



中
の
職
業
観
や
女
性
雑
誌
記
事
、
統
計
デ
ー
タ
な
ど
か
ら
解
明
し
て
き
た
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
実
際
に
『
人
形
の
家
』
の
登
場
人
物
た
ち
が
ど
の
よ
う

な
職
業
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
た
め
、
上
演
台
本
に
な
っ
'
た
鴎

外
と
抱
月
の
翻
訳
『
人
形
の
家
』
を
も
と
に
、
職
業
観
が
わ
か
る
部
分
の
考
察

を
進
め
た
。
作
品
に
は
、
自
立
す
る
女
性
で
あ
る
ノ
ラ
と
働
く
女
性
リ
ン
デ
が

描
か
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
か
ら
は
働
く
こ
と
へ
の
積
極
的
な
言
葉
が
発
せ
ら

れ
る
。
「
良
妻
賢
母
」
に
逆
行
す
る
よ
う
な
二
人
の
女
性
の
生
き
方
は
、
『
人
形

の
家
』
に
触
れ
た
読
者
、
観
客
に
「
働
く
」
こ
と
や
「
自
立
」
す
る
こ
と
に
対

し
て
問
い
か
け
、
訴
え
か
け
る
作
品
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章
で
は
、
雑
誌
「
女
子
文
壇
」
に
お
け
る
職
業
婦
人
に
関
す
る
記
事
を
、

リ
ン
デ
と
繋
が
り
の
強
い
「
事
務
員
」
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
行
っ
た
。
記

事
数
一
五
を
数
え
「
教
師
」
に
次
い
で
二
番
目
に
多
か
っ
た
こ
の
職
業
は
、
確

か
に
新
し
い
女
性
の
職
業
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当

時
の
日
本
女
性
の
職
業
に
関
し
て
、
統
計
デ
l
タ
を
も
と
に
検
証
を
行
っ
た
。

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
は
、
女
性
の
職
業
が
肉
体
労
働
か
ら
知
的
労
働
へ
と

シ
フ
ト
す
る
過
渡
期
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
事
務
員
を
含
む
商
業
金
融
業
に
従

事
す
る
女
性
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
推
測
で
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

こ
の
時
期
は
女
性
の
職
業
が
変
化
し
、
注
目
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

と
期
を
同
じ
く
し
て
上
演
さ
れ
た
『
人
形
の
家
』
に
含
ま
れ
る
「
自
立
」
「
働
く
」

と
い
う
テ

i
マ
は
、
第
二
章
で
見
て
き
た
職
業
婦
人
の
盛
り
上
が
り
の
動
き
に
、

少
な
く
は
な
い
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
。

『
人
形
の
家
』
の
日
本
受
容
、
上
演
に
対
し
て
、
作
品
か
ら
、
婦
人
雑
誌
か

ら
、
統
計
デ
ー
タ
か
ら
と
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
こ
の
作
品
は
刻

一
刻
と
変
化
し
て
い
た
日
本
女
性
の
職
業
に
、
「
自
立
」
や
「
働
く
」
こ
と
の
意

味
を
問
い
か
け
、
職
業
婦
人
の
盛
り
上
が
り
の
一
端
を
確
か
に
担
っ
た
の
で
あ

る
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
と
い
う
、
演
劇
界
も
女
性
職
業
も
変
革
を
迎
え

て
い
た
時
期
に
『
人
形
の
家
』
が
受
容
、
上
演
さ
れ
広
ま
っ
た
こ
と
は
、
女
性

の
新
た
な
生
き
方
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し
て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ

た
。
現
代
の
女
性
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
作
品
が
果
た
し
た
役
割
は
大

き
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
自
立
し
た
、
目
覚
め
た
ノ
ラ
に
注
目
さ
れ
作
品
が

論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
第
一
章
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、

こ
の
作
品
か
ら
女
性
の
職
業
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
自
覚
し
た
女
性
ノ
ラ
だ

け
で
は
な
く
、
生
き
が
い
と
し
て
職
業
を
す
る
リ
ン
デ
に
も
ま
た
注
目
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
女
と
な
っ
た
の
は
ノ
ラ
だ
け
で
は
な
い
。
リ
ン
デ
の
持

っ
て
い
た
女
性
と
し
て
の
自
立
、
職
業
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
彼
女
も

ま
た
新
し
い
女
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
生
き
方
に
問
題
提
起
を
し

た
『
人
形
の
家
』
に
は
ノ
ラ
と
リ
ン
デ
の
二
人
の
女
性
が
い
た
こ
と
を
見
過
ご

す
べ
き
で
は
な
い
。
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一
村
上
信
彦
『
大
正
期
の
職
業
婦
人
』
(
ド
メ
ス
出
版
、
昭
和
五
八
年
、
一
一
月
)

二
松
尾
尊
允
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
(
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
九
年
、
五
月
)

三
注
四
に
同
じ

四
注
四
に
同
じ

五
金
子
幸
代
氏
・
伊
藤
悪
理
氏
が
「
女
性
雑
誌
と
職
業
|
一
九
一

O
年
1
一九一

三
年
に
お
け
る
「
女
子
文
壇
」
の
文
化
的
研
究
E
」
(
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

第
四
九
号
、
平
成
二

O
年
、
八
月
)
で
ご
九
一

O
年
(
明
治
四
十
三
)
一
月
か

ら
一
九
一
三
年
(
大
正
二
)
八
月
ま
で
に
お
い
て
、
女
性
の
事
務
員
に
関
す
る
記

事
は
教
師
に
次
い
で
二
番
目
に
多
く
全
体
の
一
割
以
上
を
占
め
て
い
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

六
注
四
に
同
じ

七
戦
前
に
お
い
て
女
性
労
働
を
テ
1

マ
と
し
て
聞
か
れ
た
唯
一
の
学
会
。



資料編

「女子文壇』における事務員に関する記事(f女子文壇」明治 43年 1月~大正 2年 8月)

通番 年月日 巻号 増刊名 分類 執筆者 題名 頁

【1】 M43.2.15 6-3 若き婦人 随筆 筆子 二十才の声 2~6 

【2] M43.2.15 6-3 若き婦人 随筆 つゆ革 楽に受けたる文部省検定試験 15~18 

【3】 M43.2，15 6-3 若き婦人 随筆 さよ 女子事務員の朝夕 42~44 

【4】 M43.5.15 6-7 都会の婦人 随筆 優梨子 寂しき家 176~178 

【5】 M43.6.1 6-8 書簡文 百合香 事務室より 126~127 

【6] M43.8.1 6-10 本欄 野に降る雨 女子判任官と語る 24~46 

加納子爵の家庭。信用組合の
【7】 M44.1.1 7-1 本欄 佐々木好母 73~77 

開祖。子爵夫人自ら事務掛り

【8] M45.5.1 8-5 評論 さみだれ 事務員(地賞) 129~130 

【9】 T1，10.1 8-10 十月特別号 小説 かすみ 恋知らぬ人(入賞) 218~219 

【10】 T1.11.1 8・11 小説 小ゃな 一日 95~96 

【11】 T1.12.1 8・12 小説 扇花 出勤日記 69~70 

都会と地方と事務員の生活「朝
【12】 T2，1.15 9・2 現代婦人 随筆 桜木雪江 134~137 

の出がけ」

都会と地方と事務員の生活「ー
【13】 T2.1.15 9-2 現代婦人 随筆 加藤萩香 137~140 

日の仕事」

【14] T2.3.1 9-4 小説 小ゃな 一隅にて(入賞) 122~124 

【15] T2.4.15 9-6 婦人文芸 小説 秋花 帳簿の金文字 120~123 

注)一覧作成に関しては金子幸代・伊藤恵理著「女性雑誌と職業 一九-0年~一九一三年における「女

子文壇」の文化的研究llJ (富山大学人文学部紀要第四九号、平成 20年 8月)を参照した。

職種 女性の人数(千人)

農業及び漁業 8，602 

工業及び鉱山業 1，259 

交通及び商業 1，209 

公務及び自由業 312 

その他の有業者 462 

無職 142 

言十 11，989 

表②大正二年の各種職業における女性

の推定数(出典)森戸辰男「日本に於ける

女子職業問題J(社会政策学会編『婦人労働問

題~ ((女と職業))5所収(大空社、平成 5年、

5月)

年次 女性職員数(人)

明治 42年 789 

明治 43年 716 

明治 44年 764 

大正元年 764 

大正二年 765 

大正三年 781 

大正四年 868 

大正五年 862 

表③為替貯金局及び同支局所属の女性

職員数(出典)森戸辰男「日本に於ける女子

職業問題J(社会政策学会編『婦人労働問題』

《女と職業))5所収(大空社、平成 5年、 5

月)
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