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「
女
子
部
」
創
立
期
の
精
神

後
藤
総
一
郎

　
本
学
短
期
大
学
の
前
身
で
あ
る
「
女
子
部
」
が
創
立
さ
れ
た
の

は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
で
あ
る
。

　
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
四
巻
通
史

篇
皿
の
な
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
が
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
短

期
大
学
で
編
集
発
行
さ
れ
た
、
『
明
治
大
学
短
期
大
学
五
十
年
史
』

を
ベ
ー
ス
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
た
ま
た
ま
昨
年
十
一
月
五
日
に
、
「
短
期
大
学
創
立
七
十
周
年
」

を
記
念
す
る
講
演
を
依
頼
さ
れ
、
改
め
て
女
子
部
「
創
立
期
」
の

頃
を
ふ
り
か
え
っ
た
と
き
、
い
く
つ
か
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
ひ
と
つ
は
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
十
一
月
二
日
の
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初
の
女
辮
護
士
三
人

　
　
　
　
　
　
A
R
格
獲
表
一
年
後
に
は
颯
爽
法
廷
へ

門
［
汝
辮
護
鐘
ゆ
胞
潰
晦
澗
く
口

ψ
　
何
と
多
い
こ
と
よ
！

　　

@
鰺
め
な
る
．
妻
や
「
母
」

一十年三十和昭　マ日二回一塗矩三十開隠

．
法
服
を
彩
る
紅
三
黙

　
　
”
女
性
の
法
律
問
題
は
女
性
が
…
‘

　
　
　
　
　
辮
護
士
試
験
・
初
の
榮
冠

女
弁
護
士
初
め
て
誕
生

　
　
　
　
喜
び
吻
三
人
中
に
皇
軍
勇
士
の
夫
人
も

鞭
辮
購
罎
嚢
難
騰
癖
轍
議
唄
露
欝
…
購

鱗
購
團
鶴
聯
麟
懸

0
（
注
）
右
2
つ
は
『
読
売
新
聞
』
・
3
つ
目
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』

　
　
4
つ
目
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
い
ず
れ
と
も
昭
和
1
3
年
1
1
月
2
日
付 新

聞
に
「
初
の
女
弁
護
士
三
人
」
と
い
う
見
出
し
で
報
道
さ
れ
た
、

わ
が
女
子
部
出
身
の
女
弁
護
士
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
や
な
に
よ

り
も
そ
の
新
聞
自
身
を
眼
に
し
た
い
も
の
だ
と
い
う
関
心
と
、
い

ま
ひ
と
つ
、
「
女
子
部
」
創
立
の
そ
も
そ
も
の
精
神
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
今
日
的
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。　

報
道
し
た
新
聞
は
三
紙
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
『
読
売
新
聞
』
は
、
二
日
付
夕
刊
第
一
版
で
、
「
初
の
女
弁

護
士
三
人
　
　
↓
年
後
に
は
颯
爽
法
廷
へ
」
と
い
う
見
出
し
で
、

「
本
年
の
高
等
試
験
司
法
科
合
格
老
の
発
表
が
一
日
午
前
十
時
司

法
省
で
行
わ
れ
全
合
格
は
二
百
五
十
三
名
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち

三
名
の
う
ら
若
き
女
性
が
見
事
難
関
を
突
破
し
て
金
的
を
射
止
め

わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
女
性
弁
護
士
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に

な
り
銃
後
の
女
性
の
た
め
に
万
丈
の
気
を
吐
い
た
。
」
と
報
道
し

た
。　

そ
し
て
、
そ
の
三
人
で
あ
る
、
田
中
正
子
（
二
八
）
武
藤
嘉
子

（
二
五
）
久
米
愛
（
二
八
）
を
紹
介
し
、
い
ず
れ
も
明
大
女
子
部

出
身
で
あ
る
こ
と
を
報
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
い
で
第
二
版
で
は
、
「
女
弁
護
士
の
抱
負
を
聞
く
ー
何
と
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多
い
こ
と
よ
！
惨
め
な
る
『
妻
』
や
『
母
』
敢
然
擁
護
ー
田
中
正

子
さ
ん
」
の
見
出
し
で
、
そ
の
抱
負
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。

　
「
女
性
の
問
題
は
民
事
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
矢
張
り
民
事
で

立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
略
）
判
例
の
中
か
ら
女
性
問
題
を
み

っ
ち
り
勉
強
す
る
積
も
り
で
す
。
（
略
）
女
は
女
と
し
て
女
の
仕

事
を
や
っ
て
ゆ
く
の
が
近
代
社
会
の
分
業
に
叶
ふ
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
の
で
す
。
こ
と
に
女
に
は
女
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
心

理
と
い
ふ
も
の
が
御
座
い
ま
す
し
、
（
略
）
こ
う
い
ふ
女
性
達
の

手
軽
な
相
談
相
手
に
な
っ
て
差
し
上
げ
ら
れ
た
ら
と
い
ふ
の
が
私

の
念
願
で
す
。
」

　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
（
同
日
、
朝
刊
）
は
、
「
”
法
服
”
を
彩
る
紅

三
点
i
”
女
性
の
法
律
問
題
は
女
性
が
…
”
弁
護
士
試
験
・
初
の

栄
冠
」

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
武
藤
嘉
子
が
「
婦
人
の
社
会
生
活
に
は

ど
う
し
て
も
法
律
の
知
識
が
常
識
と
し
て
必
要
だ
と
思
っ
た
か
ら

で
す
。
受
験
す
る
気
に
な
っ
た
の
も
当
時
稻
不
振
の
母
校
の
名
誉

を
幾
分
で
も
高
め
度
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
」
と
率
直
に
当
時

の
心
境
を
吐
露
し
た
の
だ
っ
た
。

　
そ
し
て
『
東
京
日
日
新
聞
』
も
、
「
女
弁
護
士
初
め
て
誕
生
i
喜

び
の
三
人
、
中
に
皇
軍
勇
士
の
夫
人
も
」
と
い
う
見
出
し
で
報
じ

た
の
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
女
子
部
を
卒
業
し
て
法
学
部
に
入
学
し
、
弁
護
士
の

受
験
資
格
を
整
え
て
見
事
合
格
し
た
三
人
の
女
弁
護
士
を
筆
頭
に
、

戦
前
に
七
人
の
弁
護
士
が
誕
生
し
て
い
っ
た
。
や
が
て
戦
後
、
久

米
愛
は
女
性
初
の
北
海
道
札
幌
高
等
裁
判
所
長
官
に
、
三
渕
嘉
子

（
武
藤
改
め
）
は
横
浜
家
庭
裁
判
所
長
に
、
中
田
正
子
（
田
中
改

め
）
は
鳥
取
弁
護
士
会
長
に
と
そ
れ
ぞ
れ
足
跡
を
刻
ん
で
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
戦
後
デ
ビ
ュ
ー
し
た
菅
井
明
子
は
極
東

軍
事
裁
判
弁
護
団
の
弁
護
士
と
し
て
、
石
渡
満
子
は
初
の
女
性
判

事
補
と
し
て
活
躍
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
五
十
余
年
の
今
日
、
女
性
の
法
曹
会
に
占
め
る
割
合

は
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
や
が
て
三
十
パ
…
セ
ン
ト
を
占
め
る

日
も
間
近
か
だ
と
い
う
。

　
野
田
愛
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
女
性
法
曹
の
第
一
幕
は
戦
前
、
第
二
幕
は
戦
後
、
そ
し
て
第

三
幕
は
こ
こ
十
年
の
こ
と
ね
。
女
性
裁
判
官
は
二
九
八
人
。
女
性

検
察
官
も
＝
一
人
。
そ
し
て
女
性
弁
護
士
と
な
る
と
一
四
〇
五

人
な
の
よ
。
」
（
山
本
裕
司
「
女
性
弁
護
士
物
語
」
第
「
回
『
法
学
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セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
九
九
年
四
月
号
）

　
こ
う
し
て
、
わ
が
女
子
部
か
ら
公
的
な
資
格
を
も
っ
た
職
業
を

通
し
て
、
女
性
の
権
利
を
保
障
し
解
放
し
て
い
こ
う
と
す
る
学
徒

を
育
む
制
度
を
創
設
し
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
い

わ
ゆ
る
女
性
解
放
運
史
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
道
と
し
て
歴
史

に
刻
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
女
子
高
等
教
育
史
上
に
お
い
て
も
、
明
治
年
間
に
す
で

に
津
田
英
語
塾
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
女
子
専
門
の
学
校
は
存
在

し
た
が
、
正
式
に
男
女
共
学
を
認
め
、
女
子
学
生
の
入
学
を
許
可

し
た
大
学
は
、
大
正
二
年
の
東
北
大
学
（
三
名
）
の
ほ
か
、
日
大

二
部
（
大
正
十
年
）
同
志
社
大
（
同
十
一
年
）
九
大
法
文
学
部

（
同
十
四
年
）
な
ど
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
較
べ
て
、
わ
が
女
子
部
は
、
三
年
の
専
門
部
を
卒
業
す

る
と
法
学
部
あ
る
い
は
商
学
部
に
制
度
と
し
て
入
学
す
る
こ
と
が

で
き
る
「
男
女
共
学
」
の
道
を
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
昭
和
四
年
に
入
学
し
、
七
年
に
卒
業
し
た
百
余
名

の
う
ち
十
五
名
が
法
学
部
に
入
学
し
、
八
年
に
十
四
名
、
九
年
に

八
名
と
大
量
の
女
子
学
生
が
男
子
と
机
を
一
緒
に
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
関
東
の
大
手
の
私
立
大
学
で
、
制
度
と
し
て
の
男
女
共
学
を

堂
々
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
の
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
と
り

わ
け
人
文
科
学
や
自
然
科
学
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
女
子
大
学
の

な
か
に
あ
っ
て
、
社
会
科
学
と
い
う
や
っ
か
い
な
学
問
を
学
ぶ
こ

と
の
道
を
し
か
も
弁
護
士
を
目
指
す
学
問
の
コ
ー
ス
に
身
を
お
き

努
力
す
る
こ
と
の
過
程
を
考
え
る
と
き
、
驚
異
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
女
性
弁
護
士
の
道
を
開
く
こ
と
の
必
要

と
大
切
さ
を
思
い
、
女
子
部
創
設
そ
し
て
法
学
部
入
学
の
道
を
推

進
し
て
い
っ
た
の
に
は
、
四
人
の
重
鎮
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。　

そ
の
↓
人
が
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
う
ね
り
の
な
か
で
、
女

性
の
社
会
的
地
位
の
向
上
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
啓
蒙
家
と
し
て

高
名
で
あ
っ
た
、
東
京
帝
国
大
学
の
民
法
の
教
授
で
あ
っ
た
穂
積

重
遠
で
あ
り
、
そ
の
穂
積
に
共
鳴
し
て
い
た
本
学
出
身
の
弁
護
土

で
憲
法
学
の
教
授
で
あ
っ
た
松
本
重
敏
と
当
時
の
学
長
で
大
審
院

裁
判
長
で
も
あ
っ
た
横
田
秀
雄
の
三
人
に
よ
る
推
進
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
財
政
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
本
学
出
身
の
大
学

の
理
事
で
あ
っ
た
佐
藤
慶
太
郎
（
一
万
円
の
寄
付
に
よ
っ
て
校
舎
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を
建
設
）
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
昭
和
四
年
の
開
校
式
が
行
わ
れ
た
、
そ
の
挨
拶
の
な
か

で
、
横
田
学
長
が
述
べ
た
女
子
部
設
立
の
主
旨
の
な
か
に
、
「
女

子
部
」
創
立
の
精
神
が
見
事
に
表
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
「
明
治
大
学
が
今
回
女
子
部
を
設
け
ま
し
た
る
理
由
は
、
一
言

に
申
し
ま
す
れ
ば
、
時
代
の
趨
勢
を
看
取
し
て
そ
の
要
求
を
充
た

す
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
試
み
に
そ
の

主
な
点
を
申
し
ま
す
と
、
女
子
の
為
に
高
等
の
教
育
を
施
し
そ
の

学
識
を
酒
養
し
、
そ
の
智
見
を
開
発
し
、
女
子
を
し
て
学
問
上
に

於
て
そ
の
天
分
を
発
揮
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
が
為
に
、
学
問

の
研
究
に
関
し
て
均
等
の
機
会
を
与
へ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
我
国

刻
下
の
急
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
↓
つ
で
あ
り
ま
す
。
∪
そ
れ
か

ら
男
尊
女
卑
の
旧
習
を
打
破
し
、
女
子
の
人
格
を
尊
重
し
そ
の
法

律
上
、
社
会
上
の
地
位
を
改
善
し
て
之
を
向
上
せ
し
む
る
と
い
ふ

こ
と
も
現
代
に
於
け
る
要
求
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
」

　
男
尊
女
卑
の
時
代
の
し
か
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
暗
い
足
音
が
高
鳴

り
つ
つ
あ
る
時
代
に
お
け
る
、
見
事
な
精
神
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
い
ま
一
人
、
穂
積
重
遠
は
、
西
洋
の
諺
に
あ
る
「
良
き

法
律
家
は
悪
し
き
隣
人
」
の
例
を
あ
げ
、
そ
れ
は
本
当
の
理
解
で

な
い
と
し
て
、
「
法
律
と
い
ふ
も
の
は
良
き
隣
人
を
造
る
為
の
学

問
で
あ
る
」
と
述
べ
、
女
子
部
創
設
の
意
義
を
平
易
に
説
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
本
学
の
創
立
者
の
主
役
で
あ
っ
た
岸
本
辰
雄
の
主
張

し
た
「
民
権
」
（
ド
ロ
ワ
・
シ
ビ
ル
）
の
ま
さ
に
シ
ビ
ル
（
民
衆
）

そ
の
も
の
で
あ
る
女
性
の
ラ
イ
ト
（
権
利
）
を
開
く
、
近
代
日
本

に
お
け
る
学
問
を
通
し
て
の
女
性
解
放
の
道
を
拓
い
た
か
け
が
え

の
な
い
第
一
歩
を
記
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
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