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乕
成
果
と
展
望［
書
評
］

仙
波
千
枝
著

『
良
妻
賢
母
の
世
界

近
代
日
本
女
性
史
』

（
慶
友
社
、
二
〇
〇
八
年
）

塩
谷
昌
弘

「
良
妻
」
も
「
賢
母
」
も
す
で
に
稀
少
種
で
、
し
か
も
そ
の
種
の
存

続
な
ど
ほ
と
ん
ど
望
ま
れ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
現
代
に
生
き
る
こ

こ
で
の
評
者
は
、「
良
妻
賢
母
の
世
界
」
と
い
う
名
を
持
つ
本
書
を

兢
々
と
し
な
が
ら
開
い
た
。
読
書
の
通
例
に
従
い
「
目
次
」、「
あ
と

が
き
」
と
読
み
進
め
る
と
、
本
書
が
平
成
一
八
年
一
二
月
に
北
海
学

園
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
に
補
足
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ

り
、
原
題
が
「
明
治
期
の
婦
人
像
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
限
定
化
さ
れ
る
「
明
治
」
と
い
う
時
代
と
「
良
妻
賢
母
」

な
る
語
が
結
び
付
け
ら
れ
て
み
る
と
、「
毒
婦
」の
方
が
好
み
に
適
っ

て
い
る
な
ど
と
思
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
本
書
の
題
は

恐
ろ
し
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
良
妻
賢
母
」
な
る
語
が
持
つ
「
規

範
」
的
な
臭
い
に
は
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
、
怖
ず
〳
〵
と
本
書
を
読
み
進
め
て
み
る
と
、「
規
範
」

に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
る
の
か
と
思
え
ば
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な

い
ら
し
い
の
だ
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

序　

章　
「
良
妻
賢
母
」
と
は
何
か

第
一
章　
「
女
学
」
の
雑
誌
の
登
場

第
二
章　

女
子
教
育
に
お
け
る
試
み

第
三
章　

家
庭
の
担
い
手

第
四
章　

女
を
描
く―

―

『
女
学
世
界
』
読
者
の
営
み

終　

章　
「
良
妻
賢
母
」
を
描
く

序
章
で
は
、
は
じ
め
に
「
良
妻
賢
母
」
に
関
す
る
主
要
な
先
行
研

究
が
批
判
的
に
参
照
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
国
家
が

要
請
す
る
「
良
妻
賢
母
」
像
に
の
み
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
こ
と
、

ま
た
「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
語
が
女
を
抑
圧
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
著
者
は
「「
良
妻
賢
母
」

た
れ
と
求
め
ら
れ
る
中
で
生
き
る
場
を
築
き
自
己
実
現
を
果
た
そ
う

し
た
女
の
多
様
な
営
み
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
八
頁
）

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
「
規
範
」
と
し
て
の
「
良
妻
賢
母
」
で
は
な
く
、
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近
代
日
本
に
生
き
た
実
体
／
実
態
と
し
て
の
「
良
妻
賢
母
」、
あ
る

い
は
「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
た
ナ
マ
の
「
女
」

を
描
き
出
そ
う
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
依
拠
さ
れ
る
の
が
「
女
学
」
の
雑
誌
で
あ
る
。
第
一
章
で

は
明
治
一
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
た
こ
の
「
女
学
」
の
雑
誌
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
る
。
近
代
日
本
の「
女
学
」が
い
か
に
し
て
構
築
さ
れ
、

近
代
的
な
女
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
た
か
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
「
女
学
」
の
雑
誌

が「
女
学
」を
浸
透
さ
せ
る
と
い
う
啓
蒙
的
な
役
割
だ
け
で
は
な
く
、

読
者
で
あ
る
女
た
ち
が
自
ら
投
稿
や
投
書
と
い
う
形
で
女
と
し
て
の

あ
り
方
を
読
者
間
で
問
い
か
け
合
う
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
を
近
代
日
本
の
形
成
と
い
う
課
題
を
女
た
ち
が
自
ら
の
問

題
と
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
見
解
は
、
序
章
に
お
い
て
否
定

さ
れ
た
抑
圧
装
置
と
し
て
の
「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
通
念
へ
の
反
証

と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
女
子
教
育
の
試
み
が
寄
宿
舎
と
い
う
生
活
の
場
か

ら
考
察
さ
れ
、
従
来
の
よ
う
な
一
部
の
私
立
学
校
だ
け
で
は
な
く
、

裁
縫
女
学
校
や
女
子
職
業
学
校
な
ど
を
含
め
た
女
学
生
の
日
常
生
活

が
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
開
拓
地
で
あ
っ
た
札
幌
の
学
校
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
身
に
着
け
た
職
能
を
以
て
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
の
で

き
る
女
が
「
良
妻
賢
母
」
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

第
三
章
で
は
、
近
代
日
本
の
女
が
社
会
の
基
礎
で
あ
る
家
庭
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
が
検
証
さ
れ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
女
は
「
一
家
団
欒
」
の
形
成
の
担
い
手
と
し
て
の

地
位
を
築
き
、
勤
倹
と
忍
従
を
求
め
る
規
範
と
し
て
の
「
女
大
学
」

を
乗
り
越
え
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
女
の
営

み
が
所
謂
「
イ
エ
」
を
支
え
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
、
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
み
て
、
冒
頭
「
良
妻
」
も
「
賢
母
」

も
稀
少
種
だ
な
ど
と
嘯
い
た
評
者
は
、
こ
の
「
良
妻
賢
母
の
世
界
」

と
い
う
名
を
持
つ
書
物
に
描
き
出
さ
れ
た
「
良
妻
賢
母
」
が
、
現
在

に
お
い
て
も
少
し
も
稀
少
種
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
す
る
と
、
こ
こ
は
一
九
世
紀
か
二
〇
世
紀
初
頭
か
と
も
思
わ
れ

て
く
る
。
恰
も
一
〇
〇
年
に
一
度
と
呼
ば
れ
る
経
済
危
機
に
見
舞
わ

れ
、
内
助
の
功
な
ど
と
は
言
っ
て
い
ら
れ
ぬ
時
代
で
あ
る
。
高
校
を

中
退
し
て
働
く
子
が
お
り
、
自
殺
し
か
ね
な
い
夫
が
い
る
。
で
あ
る

な
ら
ば
、
自
ら
働
き
、
生
活
の
糧
を
得
よ
う
と
す
る
女
た
ち
は
、
む

し
ろ
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
現
代
は
「
良
妻
賢

母
」
の
繁
栄
期
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
ま
れ
、
こ
う
し
た
現
代
の
〝
風
景
�
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を

本
書
を
通
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
第
四
章
に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
女
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た
ち
の
営
み
に
私
（
た
ち
）
は
既
視
感
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。

本
書
で
最
も
紙
幅
が
費
や
さ
れ
、
内
容
的
に
も
卓
抜
な
第
四
章
は

「
女
学
」
の
雑
誌
、
と
り
わ
け
『
女
学
世
界
』（
明
治
三
四
年
創
刊
）

の
読
者
の
動
向
を
中
心
に
論
述
さ
れ
る
。『
女
学
世
界
』
は
本
書
が

扱
う
「
女
学
」
の
雑
誌
の
中
で
も
主
要
な
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
前
三
章
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
参
看
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『
女
学
世
界
』
に
は
投
書
・
投
稿
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章

で
は
、
そ
の
投
書･

投
稿
欄
の
な
か
で
女
た
ち
が
「
良
妻
賢
母
」
と

い
う
規
範
を
受
け
止
め
、
自
ら
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
実
践
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
本
章
で
は

読
者
同
士
が
投
書
を
通
じ
て
交
流
し
、
生
活
上
の
悩
み
を
打
ち
明
け

て
情
報
交
換
を
す
る
読
者
や
、
書
物
の
貸
し
借
り
や
植
物
の
種
子
の

交
換
な
ど
を
行
う
読
者
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に

明
治
四
十
年
代
に
入
る
と
『
青
鞜
』（
明
治
四
四
年
創
刊
）
の
影
響

で
「
新
し
い
女
」
に
関
す
る
投
稿
・
投
書
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
か
ら『
女
学
世
界
』と『
青
鞜
』の
読
者
の
差
異
が
明
示
さ
れ
る
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
本
章
に
お
い
て
特
記
さ
る
べ
き
は
「
寄

書
家
」の
内
藤
千
代
子
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
寄
書
家
」

と
は
懸
賞
文
な
ど
で
入
賞
を
繰
り
返
し
、
投
稿
欄
と
は
別
に
小
説
な

ど
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
読
者
の
こ
と
で
、
こ
の
「
寄
書
家
」

の
中
で
も
『
女
学
世
界
』
に
お
い
て
最
大
の
人
気
を
博
し
た
の
が
内

藤
千
代
子
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
内
藤
の
『
生
ひ
立
ち
の
記
』
を
中

心
に
、
雑
誌
に
投
稿
し
、
小
説
家
と
な
っ
た
内
藤
の
軌
跡
が
示
さ
れ

る
。そ

れ
に
よ
る
と
幼
少
期
、
内
藤
は
学
校
に
は
通
わ
せ
て
も
ら
え

ず
、
父
親
か
ら
漢
籍
の
素
読
や
手
習
い
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
そ
の
父
親
も
十
二
歳
の
と
き
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
裁
縫

塾
に
通
い
な
が
ら
、
興
味
を
抱
い
て
い
た
雑
誌
へ
の
投
稿
を
し
て
い

た
。著

者
は
『
生
ひ
立
ち
の
記
』
に
あ
る
「
欲
し
い
も
の
も
沢
山
あ

つ
た
け
れ
ど
、
お
金
は
み
ん
な
母
様
に
あ
げ
て
し
ま
つ
た
。
苦
し
い

年
末
の
家
計
の
上
に
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
緩
和
剤
と
な
つ
た
で

せ
う
、
の
び
〳
〵
と
眉
を
ひ
ら
い
て
、
お
さ
へ
て
も
お
さ
へ
て
も
包

み
切
れ
ぬ
歓
喜
と
、
小
さ
な
誇
り
と
が
私
の
胸
に
躍
つ
て
ゐ
ま
し

た
」（
一
四
九
頁
）
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
内
藤
が
か
つ
て
抱
い

た
と
い
う
「
女
で
も
立
派
な
も
の
」（
一
五
〇
頁
）
に
な
る
と
い
う

思
い
は
「
懸
賞
文
が
評
価
さ
れ
た
う
え
に
賞
金
を
以
て
家
計
を
支
え

る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
」

（
一
五
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
『
青
鞜
』
系
の
作
家
で
、
内
藤
と
同
じ
く
雑
誌
投

稿
か
ら
小
説
家
と
な
っ
た
吉
屋
信
子
が
高
等
女
学
校
出
で
、
し
か
も

父
親
が
官
吏
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
決
定
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的
で
あ
ろ
う
。
内
藤
に
お
い
て
は
、
書
く
と
い
う
行
為
が
家
庭
を
支

え
る
術
だ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
内
藤
の
作
品
が
、
家
庭
に
お
い
て

自
ら
生
活
の
糧
を
得
よ
う
と
す
る
『
女
学
世
界
』
の
読
者
に
支
持
さ

れ
た
と
い
う
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
数
人
の
「
寄
書
家
」

の
作
品
が
検
証
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
規
範
を
主

体
的
に
生
き
よ
う
と
し
た
女
た
ち
の
多
様
な
営
み
が
描
き
出
さ
れ

る
。終

章
で
は
本
書
の
成
果
と
今
後
の
課
題
が
述
べ
ら
れ
る
。
提
示
さ

れ
た
五
つ
の
課
題
を
見
る
限
り
、
著
者
の
今
後
の
研
究
へ
の
期
待
は

高
ま
る
。

こ
う
し
て
本
書
を
読
み
終
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ

た
女
の
姿
の
向
こ
う
側
に
な
に
や
ら
透
け
て
見
え
て
く
る
も
の
が
あ

る
。
目
を
凝
ら
し
て
見
る
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
近
代
日
本
の
女
の

声
を
悲
鳴
と
し
て
で
は
な
く
、
喜
び
と
誇
り
に
満
ち
た
声
と
し
て
受

信
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
な
の
だ
。
一
〇
〇
年
前
の
遠
い
声
を
聞

き
極
め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。「
女
学
」
の
雑
誌

に
真
摯
に
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
密
や
か
な
誇
り
の

声
に
耳
を
傾
け
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
、「
良
妻
賢
母
」と
い
う「
規
範
」

が
女
を
抑
圧
し
て
い
た
と
い
う
従
来
の
見
方
に
対
し
て
、
主
体
的
に

生
き
た
女
た
ち
の
姿
を
活
写
し
得
た
の
だ
。
し
か
も
、
未
だ
に
一
部

の
女
性
解
放
論
者
は
「
あ
れ
は
悲
鳴
だ
！
」
と
喚
い
て
い
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
怒
号
を
退
け
て
、
静
か
に
耳
を
澄
ま
す
著
者
の
姿
勢
に

共
感
を
覚
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
『
女
学
世
界
』
を
論
じ
た
第
四
章
で
示
さ
れ

た
女
の
営
み
に
既
視
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ
の
既
視

感
の
出
所
は
私
（
た
ち
）
自
身
の
姿
だ
。
例
え
ば
現
代
の
Ｃ
Ｇ
Ｍ

（C
onsum

er G
enerated M

edia

）
や
Ｕ
Ｇ
Ｃ
（U

ser C
reated 

C
ontent

）
と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
を
利
用
す
る
私
（
た
ち
）

は
、
口
コ
ミ
サ
イ
ト
で
情
報
交
換
を
し
、
ブ
ロ
グ
で
は
「
私
」
を
語

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
イ
ト
で
は
話
題
や
趣
味
を
共
有
し
て
い

る
。
そ
の
私
（
た
ち
）
の
営
み
は
、
一
〇
〇
年
前
に
雑
誌
を
通
し
て

他
の
読
者
と
交
流
し
た
女
た
ち
の
姿
と
ほ
と
ん
ど
重
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
例
え
ば
第
四
章
で
引
用
さ
れ
る
内
藤
千
代
子
の
「
霜
月

日
記
」
の
「
ま
だ
真
の
友
の
味
と
云
ふ
も
の
知
ら
ぬ
私
は
、
こ
ゝ
に

私
と
同
じ
く
文
学
の
花
の
香
に
酔
ふ
て
居
る
方
を
、
か
ぎ
り
な
く
慕

は
し
く
、
し
ば
し
は
魂
の
体
を
飛
ん
だ
」（
一
四
八
頁
）
と
い
う
一

節
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
他
者
と
繋
が
る
こ
と
の
率
直
な
喜
び
が
表

現
さ
れ
て
お
り
、
共
感
で
き
る
読
者
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
魂
の
体
を
飛
ん
だ
」
と
い
う
霊
的
な
恍
惚
感
が
単
な
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る
言
葉
の
綾
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
全
体
主
義
が
も
た
ら
す

高
揚
感
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な

見
解
も
ま
た
あ
る
程
度
は
説
得
力
を
持
ち
得
る
か
に
見
え
る
現
代
に

生
き
る
こ
こ
で
の
評
者
は
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
内
藤
の
率
直
な
喜

び
に
、「
自
己
実
現
」
し
よ
う
と
す
る
女
の
営
み
と
は
違
っ
た
〝
生
�

の
喜
び
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
の
私
（
た
ち
）
が
一
〇
〇
年
前
の
女
た

ち
と
共
有
し
得
る
何
も
の
か
が
本
書
に
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
極
め

て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
書
物
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
現
代
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
以
っ
て
し
て
も
、
一
〇
〇
年
前
の
「
良
妻
賢

母
」
た
ち
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
さ
し
あ

た
り
、
そ
の
技
術
が
開
発
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
本
書
が
そ
の
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
し
お
や
ま
さ
ひ
ろ
・
日
本
文
化
専
攻
博
士
課
程
三
年
）


