
行
動
や
職し
ょ
く

業ぎ
ょ
う

を
制せ
い

限げ
ん

さ
れ
、
女じ
ょ

性せ
い

が
自
由
に
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
。

少
女
は
、
女
性
が
か
が
や
け
る
世
界
を
思
い
え
が
い
た
。

そ
の
実じ

つ

現げ
ん

の
た
め
に
、
生し
ょ
う

涯が
い

を
か
け
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
と
は

│
。

自
由
に
羽
ば
た
く
た
め
に

越
こ し

原
は ら

春
は る

子
こ

（1885～ 1959）
男
に
生
ま
れ
て
い
た
ら

岐ぎ

阜ふ

の
山
あ
い
の
木き

ぎ々

を
、
し
と
し
と
と
雨
が
ぬ
ら
し

て
い
た
。
春
と
は
い
え
、
指
先
が
冷つ

め

た
く
な
る
寒
さ
だ
。

そ
ん
な
中
、
と
あ
る
家
屋
の
玄げ

ん

関か
ん

先
に
い
く
つ
か
の
人

か
げ
が
あ
っ
た
。
師し

範は
ん

学
校
教
習
所
の
入
学
式
に
旅
立
つ
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十
四
才
の
む
す
め
と
、
そ
れ
に
付つ

き
そ
う
母
親
を
、
父
親

と
い
と
こ
が
見
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
く
れ
ぐ
れ
も
体
に
気
を
つ
け
て
。」

　

こ
う
声
を
か
け
ら
れ
て
、
む
す
め
は
、
み
な
の
方
に
ま

っ
す
ぐ
と
体
を
向
け
た
。

「
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。」

深ふ
か

々ぶ
か

と
お
じ
ぎ
を
し
て
、
て
い
ね
い
に
別わ
か

れ
を
告つ

げ
た
。

そ
し
て
、
親
子
は
歩
き
だ
し
た
。

　

家
が
見
え
な
く
な
っ
た
こ
ろ
、
ふ
と
母
が
立
ち
止
ま
り
、

口
を
開
い
た
。

「
お
父
さ
ん
は
、
お
ま
え
が
教
習
所
に
行
く
こ
と
を
、
心

か
ら
は
許ゆ
る

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
ね
。」

「
さ
あ
…
…
、
ど
う
で
し
ょ
う
。」

む
す
め
は
、
思
わ
ず
母
の
顔
を
見
た
。
母
は
不ふ

安あ
ん

げ
な

表ひ
ょ
う

情じ
ょ
う

を
し
て
い
た
。

「
さ
あ
！　

急
ぎ
ま
し
ょ
う
、
お
母
さ
ん
。」

む
す
め
が
不
安
を
ふ
り
は
ら
う
か
の
よ
う
に
明
る
い
調

子
で
言
う
と
、
二
人
は
再ふ
た
た

び
前
を
向
い
て
、
山
道
を
歩
き

だ
し
た
。

む
す
め
の
名
は
、
越こ
し

原は
ら

春は
る

子こ

。
一
八
八
五
年
（
明め
い

治じ

十

八
年
）
、
岐
阜
県
加か

茂も

郡ぐ
ん

東ひ
が
し

白し
ら

川か
わ

村
に
生
ま
れ
た
。
越
原

家
は
、
江え

戸ど

時
代
に
代だ

い

々だ
い

庄※
し
ょ
う

屋や

を
務つ

と

め
て
い
た
家
が
ら
で

あ
る
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
庄
屋
な
ど
の
身
分
制せ

い

度ど

が

な
く
な
り
、
父
は
小
学
校
の※

学が
く

務む

委
員
を
し
て
い
た
。

父
は
、
教
育
に
関か
か

わ
る
仕
事
に
熱ね

っ

心し
ん

だ
っ
た
。
そ
ん
な

父
の
姿す
が
た

を
見
て
育
ち
、
学
校
で
は
恩お

ん

師し

に
め
ぐ
ま
れ
た
。

※庄屋＝江戸時代の村の長。
※学務委員＝公立学校の教育に関わる事

じ

務
む

を行う人。89
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（
わ
た
し
、
教
員
に
な
り
た
い
。）

　

春は
る

子こ

は
、
強
く
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
春
子
は
、

高
等
小
学
校
を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
う

す
る
と
、
岩い

わ

村む
ら

町
（
今
の
岐ぎ

阜ふ

県
恵え

那な

郡ぐ
ん

岩
村
町
）
に
あ
る
岐
阜
県
師し

範は
ん

学
校
教
習
所
裁さ

い

縫ほ
う

講こ
う

習し
ゅ
う

科
を
受じ
ゅ

験け
ん

さ
せ
て
ほ
し
い
と
、
父
に
た
の
ん
だ
。

「
一
人
む
す
め
の
お
ま
え
に
は
、
江え

戸ど

時
代
二
百
六
十
年

に
わ
た
っ
て
庄し

ょ
う

屋や

を
務つ

と

め
た
こ
の
家
を
、
し
っ
か
り
と

守
っ
て
も
ら
わ
ん
と
い
か
ん
。」

　

父
の
反
対
は
強
か
っ
た
が
、
春
子
も
負
け
な
か
っ
た
。

「
た
の
み
ま
す
。
た
の
み
ま
す
。」

　

父
の
顔
を
見
る
た
び
に
、
何
度
も
何
度
も
く
り
返
し
お

願ね
が

い
し
た
。
父
は
と
う
と
う
根こ
ん

負ま

け
し
、
あ
る
日
、
す
っ

と
春
子
の
願
い
を
受
け
入
れ
た
。

　

春
子
は
、
勉
強
に
は
げ
み
、
み
ご
と
合ご
う

格か
く

し
た
。
合
格

証し
ょ
う

が
届と

ど

い
た
日
の
父
の
複ふ

く

雑ざ
つ

な
顔
を
、
春
子
は
ず
っ
と
忘わ

す

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
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（
わ
た
し
が
男
だ
っ
た
ら
、
お
父
さ
ん
は
き
っ
と
気
持
ち

よ
く
送
り
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
だ
ろ
う
。）

　

春
子
の
胸む
ね

に
、
さ
み
し
い
よ
う
な
、
つ
ら
い
よ
う
な
、

な
ん
と
も
言
え
な
い
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
。

春
子
の
決
意

　

一
年
後
に
学
校
を
卒
業
し
た
春
子
は
、
十
五
才
で
と
な

り
村
に
あ
る
小
学
校
の
教
員
に
な
り
、
裁
縫
を
教
え
た
。

学
校
で
の
仕
事
は
楽
し
く
、
や
り
が
い
が
あ
っ
た
。

　

や
が
て
、
父
が
厳き
び

し
い
態た
い

度ど

に
出
た
。

「
お
ま
え
の
望の
ぞ

み
は
か
な
え
た
。
も
う
い
い
だ
ろ
う
。
今

度
は
、
お
ま
え
が
親
の
言
う
こ
と
を
き
く
番
だ
。」

　

春
子
は
、
小
学
校
に
一
年
勤つ
と

め
た
だ
け
で
退た
い

職し
ょ
く

し
、
家

事
の
手て

伝つ
だ

い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
教
員
へ

の
思
い
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

春
子
は
、
家
で※

養よ
う

蚕さ
ん

な
ど
の
手
伝
い
を
す
る
か
た
わ
ら
、

村
の
人
か
ら
た
の
ま
れ
た
縫ぬ

い
物
を
し
て
こ
づ
か
い
を
か

せ
い
だ
。
そ
の
お
金
で
た
く
さ
ん
の
本
や
新
聞
を
買
っ
て
、

す
み
か
ら
す
み
ま
で
読
ん
だ
。
さ
ら
に
、
今
で
い
う
通つ
う

信し
ん

教
育
を
受
け
、
自
分
一
人
で
学
び
続つ

づ

け
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
い
と
こ
の
内な

い

木き

玉た
ま

枝え

か
ら
手
紙
が
届

い
た
。
名な

古ご

屋や

で
女
学
校
を
創つ
く

る
か
ら
、
手
伝
っ
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
春
子
は
、
わ
く
わ
く
し
た
気
持
ち

で
名
古
屋
に
出
た
。
十
九
才
の
時
で
あ
っ
た
。

　

久ひ
さ

々び
さ

に
会
っ
た
玉
枝
の
き
り
り
と
し
た
上
品
さ
に
お
ど

ろ
き
、
春
子
は
あ
こ
が
れ
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
た
。
都
会

で
生
き
生
き
と
教
育
の
仕
事
を
す
る
姿す
が
た

を
見
て
、
春
子
は

強
く
決
心
し
た
。

（
わ
た
し
も
、
名
古
屋
で
教
育
の
道
に
生
き
よ
う
。）

　

そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
父
の
許ゆ
る

し
が
必ひ

つ

要よ
う

だ
と
春
子

は
考
え
た
。
心
の
底そ
こ

か
ら
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
教
育
へ
の

※養蚕＝カイコを育てて，そのまゆから生
き

糸
いと

を生
せい

産
さん

すること。
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情じ
ょ
う

熱ね
つ

を
手
紙
に
深
く
刻き
ざ

み
こ
む
よ
う
に
し
た
た
め
、
父
に

送
っ
た
。

「
そ
ん
な
勝
手
な
こ
と
、
許ゆ
る

せ
る
は
ず
な
い
。」

　

手
紙
を
受
け
取
っ
た
父
は
、
初は

じ

め
、
と
ま
ど
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
手
紙
か
ら
な
み
な
み
な
ら
ぬ
覚か
く

悟ご

を
感
じ
、

と
う
と
う
春は

る

子こ

の
生
き
方
を
許
し
た
。

　

春
子
は
、
父
に
感か

ん

謝し
ゃ

の
思
い
を
い
だ
き
な
が
ら
、
新
し

く
学
校
を
創つ

く

る
と
い
う
玉た

ま

枝え

を
手て

伝つ
だ

っ
た
。
玉
枝
は
、
春

子
の
協き
ょ
う

力り
ょ
く

を
得え

て
、
一
九
〇
五
年
（
明め
い

治じ

三
十
八
年
）
に

中ち
ゅ
う

京き
ょ
う

裁さ
い

縫ほ
う

女
学
校
を
開
校
さ
せ
た
。
春
子
は
、
そ
こ
の
高

等
師し

範は
ん

科
で
一
年
間
学
ん
だ
あ
と
、
教
員
と
し
て
玉
枝
を

助
け
、
学
校
の
事じ

務む

仕
事
も
こ
な
し
た
。
そ
し
て
、
玉
枝

の
弟
で
あ
る
和や
ま
と

と
結け
っ

婚こ
ん

し
て
、
夢む

中ち
ゅ
う

で
働は
た
ら

い
て
い
る
う
ち

に
、
八
年
も
の
時
が
過す

ぎ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
春
子
は
自
分
の
学
校
を
創つ

く

り
た
い
と
、

し
き
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

（
女じ
ょ

性せ
い

が
男
性
と
同
じ
よ
う
に
生
き
る
た
め
に
は
、
も
っ

と
知ち

識し
き

と
教き
ょ
う

養よ
う

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
は
ず
。
そ
の
た

め
に
は
、
女
性
の
た
め
の
学
校
を
創
ら
な
い
と
。）

　

春
子
は
、
夫
と
と
も
に
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努ど

力り
ょ
く

を
重

ね
、
一
九
一
五
年
（
大た
い

正し
ょ
う

四
年
）
、
名な

古ご

屋や

市
東ひ
が
し

区
に
名

古
屋
女
学
校
（
今
の
名
古
屋
女
子
大
学
中
学
校
・
高
等
学

校
）
を
開
校
し
た
。

服ふ
く

装そ
う

へ
の
思
い

　

夢ゆ
め

に
ま
で
見
た
自
分
の
学
校
で
は
あ
っ
た
が
、
生せ

い

徒と

は

な
か
な
か
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
父
も
、
村む
ら

々む
ら

の
小
学
校
を

回
っ
て
、
生
徒
の
募ぼ

集し
ゅ
う

を
す
る
な
ど
助
け
て
く
れ
た
。
そ

れ
は
、
春
子
に
と
っ
て
大
き
な
支さ

さ

え
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

第
一
回
入
学
式
に
は
二
十
六
名
の
生
徒
が
集
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
授じ
ゅ

業ぎ
ょ
う

に
、
生
徒
募
集
に
、
役
所
へ
の
お
願ね
が

92

い
に
と
、
春
子
自
ら
一
日
中
動
き
回
ら
ね
ば
な
ら
な
い
生

活
が
続つ

づ

い
た
。

「
ひ
さ
さ
ん
、
早
く
し
て
。
時
間
が
な
い
わ
よ
。」

　

生
徒
が
下
校
す
る
と
、
さ
っ
そ
く
次
の
仕
事
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
つ
も
春
子
と
い
っ
し
ょ
に
行
動
し
て
い
た

教
え
子
の
伊い

東と
う

ひ
さ
は
、
出
か
け
る
支し

度た
く

を
す
る
の
に
、

帯お
び

を
し
め
る
だ
け
で
も
十
五
分
は
か
か
っ
て
い
た
。

「
そ
ん
な
に
時
間
が
か
か
る
帯
を
使
っ
て
い
な
い
で
、
わ

た
し
の
帯
み
た
い
に
切
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
よ
。」

　

春
子
が
考
え
出
し
た
帯
は
、
結む
す

び
の
部
分
は
今
ま
で
の

も
の
と
同
じ
幅は
ば

で
、
残の
こ

り
は
全
部
半
分
に
切
っ
て
あ
る
の

で
、
軽
い
う
え
に
、
早
く
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
布ぬ
の

も
少

な
く
て
す
む
の
で
、
値ね

段だ
ん

も
安
く
な
る
。
こ
の
帯
は
、
の

ち
に
中な
か

村む
ら

呉ご

服ふ
く

店
（
今
の
名
古
屋
三み
つ

越こ
し

）
の
目
に
と
ま
り
、

一
九
二
四
年
（
大
正
十
三
年
）
、
「
名
古
屋
帯お

び

」
と
い
う

名
で
売
り
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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当
時
、
女じ
ょ

性せ
い

が
家
事
に
か
け
て
い
た
時
間
は
、
一
日
十 

一
時
間
と
い
わ
れ
て
い
た
。
春は
る

子こ

は
、
女
性
が
少
し
で
も

家
庭
生
活
を
便べ

ん

利り

に
し
て
、
で
き
た
時
間
を
勉
強
や
自
分

を
高
め
る
た
め
に
使
っ
て
ほ
し
い
と
願ね

が

っ
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
は
、
「
動
き
や
す
く
て
便
利
な
服ふ
く

装そ
う

」
は
、
欠か

か

せ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
考
え
は
、
生せ
い

徒と

の
服
装
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
一

九
一
九
年
（
大た

い

正し
ょ
う

八
年
）
、
名な

古ご

屋や

で
初は

じ

め
て
洋
装
の
女

学
校
の
通
学
服
を
作
っ
た
。
ま
た
、
運
動
を
す
る
時
も
着

物
に
は
か
ま
姿す
が
た

が
ふ
つ
う
だ
っ
た
こ
の
時
代
に
、
名
古
屋

女
学
校
の
生
徒
は
、
女
学
生※

庭て
い

球き
ゅ
う

大
会
に
お
い
て
、
庭
球

選せ
ん

手し
ゅ

の
た
め
の
洋
装
の
運
動
服
を
着
て
、
み
ん
な
を
お
ど

ろ
か
せ
た
。
育
ち
ざ
か
り
の
生
徒
た
ち
は
、
の
び
の
び
と

コ
ー
ト
を
動
き
回
り
、
力
を
存ぞ
ん

分ぶ
ん

に
発は

っ

揮き

し
た
。

　

春
子
の
、
服
装
に
こ
め
た
女
子
教
育
へ
の
思
い
が
、
生

徒
た
ち
を
か
が
や
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

※庭球＝テニス。
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平
等
に
生
き
る
社
会
へ

「
国
家
社
会
の
も
と
に
な
る
の
は
家
庭
で
あ
り
、
そ
の
家

庭
を
健け

ん

全ぜ
ん

に
す
る
の
は
婦ふ

人じ
ん

で
す
。
政せ

い

治じ

と
家
庭
、
政

治
と
婦
人
を
切
り
は
な
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

　

名
古
屋
市
栄さ
か
え

町
の
街が
い

頭と
う

で
、
三さ
ん

輪り
ん

自
動
車
の
上
か
ら
道

行
く
人
に
演え
ん

説ぜ
つ

を
し
て
い
る
春
子
の
姿
が
あ
っ
た
。

　

一
九
四
六
年
（
昭し

ょ
う

和わ

二
十
一
年
）
、
女
性
に
初
め
て
参さ

ん

政せ
い

権け
ん

が
あ
た
え
ら
れ
て
、
太た

い

平へ
い

洋よ
う

戦せ
ん

争そ
う

後
第
一
回
の
衆し

ゅ
う

議ぎ

院い
ん

議
員
総そ
う

選せ
ん

挙き
ょ

が
行
わ
れ
た
。
春
子
は
、
新
し
く
で
き
る

「
日に

本ほ
ん

国こ
く

憲け
ん

法ぽ
う

」
の
中
に
、
男
女
平
等
の
考
え
が
し
っ
か

り
と
生
か
さ
れ
る
の
を
見み

届と
ど

け
る
た
め
に
立り

っ

候こ
う

補ほ

し
、
み

ご
と
に
当
選
し
た
。

　

日
本
最さ

い

初し
ょ

の
女
性
議
員
三
十
九
人
の
う
ち
の
一
人
と
な

っ
た
六
十
一
才
の
春
子
は
、
新
し
い
憲
法
を
女
性
の
立
場

か
ら
一
つ
一
つ
見
直
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
で
き
あ
が

っ
た
日
本
国
憲
法
の
第
十
四
条じ

ょ
う

に
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
、

法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
性せ

い

別べ
つ

の
た
め
に
差さ

別べ
つ

さ
れ
な

い
」
と
記
さ
れ
た
。
春
子
は
、
心
か
ら
満ま
ん

足ぞ
く

し
た
。

　

次
の
年
、
第
二
回
の
衆
議
院
議
員
選
挙
が
実じ

っ

施し

さ
れ
た
。

再ふ
た
た

び
立
候
補
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
も
あ
が
っ
た
が
、
春

子
は
二
度
と
政
治
の
場
へ
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
女
性
が
自
分
の
思
う
道
に
進
ん
で
、
力
を
発
揮
す
る
こ

と
の
で
き
る
憲
法
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
わ
た
し

の
国
会
で
の
役
目
は
終
わ
り
で
す
。
わ
た
し
は
、
初
め

の
志
こ
こ
ろ
ざ
しど
お
り
、
学
校
に
も
ど
り
ま
す
。」

　

教
育
の
世
界
に
も
ど
っ
た
春
子
は
、
学
校
へ
通
う
時
間

も
惜お

し
み
、
校
内
の
住じ

ゅ
う

宅た
く

で
暮く

ら
し
た
。
そ
し
て
、
一
九

五
九
年
（
昭
和
三
十
四
年
）
、
窓ま
ど

辺べ

か
ら
聞
こ
え
る
生
徒

の
声
に
包つ

つ

ま
れ
な
が
ら
、
息
を
引
き
取
っ
た
。
七
十
四
才

で
あ
っ
た
。
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春は
る

子こ

が
教
員
に
な
っ
た
時
代
は
、

女
性
が
よ
い
妻つ
ま

と
し
て
、
か
し
こ
い

母
と
し
て
家
庭
を
支さ
さ

え
る
「
良り
ょ
う

妻さ
い

賢け
ん

母ぼ

」
が
理
想
と
さ
れ
、
女
子
教
育
の

目も
く

標ひ
ょ
う

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

春
子
は
、
そ
の
良
妻
賢
母
だ
け
で

は
な
く
、
職し
ょ
く

業ぎ
ょ
う

能の
う

力り
ょ
く

を
も
ち
、
自
分

を
み
が
き
続つ
づ

け
る
と
い
う
「
新
し
い

女
性
像
」
を
理
想
と
し
ま
し
た
。

　

春
子
の
考こ
う

案あ
ん

し
た
名な

古ご

屋や

帯お
び

や
通

学
服
、
運
動
服
は
と
て
も
動
き
や
す

く
、
女
性
が
の
び
の
び
と
活
動
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
か

げ
も
あ
っ
て
、
陸り
く

上じ
ょ
う

競き
ょ
う

技ぎ

や
庭て
い

球き
ゅ
う

（
テ
ニ
ス
）
な
ど
で
活
や
く
す
る
生

徒
も
数
多
く
い
ま
し
た
。

理
想
の
女じ

ょ

性せ
い

像ぞ
う

越
こし

原
はら

記
き

念
ねん

館
かん

の展
てん

示
じ

風
ふう

景
けい

。中央にあるのは，洋
よう

装
そう

の通学服。

春子の考えや行動は，当時の世の中では斬
ざん

新
しん

で
人
ひと

々
びと

をおどろかせ，影
えい

響
きょう

をあたえました。
そんな春子の情

じょう

熱
ねつ

にふれてみましょう。
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越
原
記
念
館
に
は
、
春
子
が
し
た

た
め
た
校こ
う

訓く
ん

「
親
切
」
の
書
や
、
当

時
の
運
動
服
の
資し

料り
ょ
う

、
春
子
と
父
の

手
紙
、
春
子
が
和や
ま
と

に
送
っ
た
は
が
き

な
ど
が
展て
ん

示じ

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

か
ら
は
、
春
子
の
女
子
教
育
へ
の
情じ
ょ
う

熱ね
つ

や
、
父
の
愛あ

い

情じ
ょ
う

、
た
が
い
を
思
い

合
う
春
子
と
和
の
姿す
が
た

が
伝つ

た

わ
っ
て
き

ま
す
。
ま
た
、
春
子
が
作
っ
た
名
古

屋
帯
も
期
間
限げ
ん

定て
い

で
は
あ
り
ま
す
が
、

公
開
さ
れ
ま
す
。

　

名
古
屋
で
最さ
い

初し
ょ

に
生
ま
れ
た
、
女

学
生
の
洋よ
う

装そ
う

の
通
学
服
（
復ふ

く

元げ
ん

）
も
、

こ
の
記
念
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
着
物
に
比く
ら

べ
る
と
、
そ
で
や
ス

カ
ー
ト
の
た
け
が
短
く
、
動
き
や
す

越こ
し

原は
ら

記き

念ね
ん

館か
ん

上／越原記念館外
がい

観
かん

。　下／春子が作った名
な

古
ご

屋
や

帯
おび

。
学校法人越原学園（名古屋女子大学）所

しょ

蔵
ぞう

。

越原記念館
名古屋市瑞穂区汐路町 3 -40
（名古屋女子大学内）
☎052-852-1111
　10：00 ～ 17：00
休土日祝・学園休業日
　無料
地下鉄桜通線「瑞穂区役所」
駅下車，徒歩 5分

越原記念館
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い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
初は

じ

め
は
、

う
で
や
あ
し
を
出
す
洋よ
う

装そ
う

の
通
学
服

を
批ひ

判は
ん

し
た
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
反
対
意
見
の
人
た

ち
も
、
や
が
て
通
学
服
の
機き

能の
う

性せ
い

に

納な
っ

得と
く

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

春は
る

子こ

が
国
会
議ぎ

員い
ん

と
な
っ
た
時
の

資し

料り
ょ
う

も
保ほ

管か
ん

し
て
あ
り
ま
す
。
愛あ
い

知ち

県
か
ら
唯ゆ

い

一い
つ

の
女
性
議
員
に
な
っ
た

春
子
は
、
幼よ
う

稚ち

園
と
保ほ

育い
く

園
を
合
わ

せ
る
と
い
う
「
幼よ
う

保ほ

一い
ち

元げ
ん

化か

」
を
唱と

な

え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
も
な

お
、
議ぎ

論ろ
ん

さ
れ
て
い
る
内な
い

容よ
う

で
す
。

　

越こ
し

原は
ら

記き

念ね
ん

館か
ん

は
、
名
古
屋
女
子
大

学
の
敷し
き

地ち

内
に
あ
り
、
大
学
の
庭
に

は
、
春
子
と
和や
ま
と

の
胸き
ょ
う

像ぞ
う

が
あ
り
ま
す
。

名な

古ご

屋や

女
学
校
の
現げ

ん

在ざ
い

右上／学校ができたころは，
生
せい

徒
と

はかすりの着物にはかま
を着て授

じゅ

業
ぎょう

を受けていた。　
左上 / 大

たい

正
しょう

8 年のテニスの
ユニフォーム（運動服）
右下／洋装の通学服（夏服）
左下／洋装の通学服（冬服）

動きやすい服
ふく

装
そう
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大
学
の
南
東
に
は
、
名
古
屋
女
学
校

の
後
身
で
あ
る
名
古
屋
女
子
大
学
中

学
校
・
高
等
学
校
が
あ
り
ま
す
。
記

念
館
を
お
と
ず
れ
た
時
に
、
散さ
ん

歩ぽ

す

る
の
も
い
い
で
す
ね
。

　1885（明
めい

治
じ

18） 岐
ぎ

阜
ふ

県加
か

茂
も

郡
ぐん

東
ひがし

白
しら

川
かわ

村に生
まれる。

　1899（明治32） 岐阜県師
し

範
はん

学校教習所裁
さい

縫
ほう

講
こう

習
しゅう

科入学。14才。
　1900（明治33） 恵

え

那
な

郡加
か

子
し

母
も

第
だい

三小学校の
教員となるが， 1年で退

たい

職
しょく

する。
　1905（明治38） 中京裁縫女学校高等師範科

に入学する。翌
よく

年
ねん

卒
そつ

業
ぎょう

し，同校の教員
になる。

　1910（明治43） いとこの和
やまと

と結
けっ

婚
こん

する。
　1915（大正 4） 名古屋市東

ひがし

区葵
あおい

町（今の東
区葵）に名古屋女学校を創

そう

設
せつ

。30才。
このころ，名

な

古
ご

屋
や

帯
おび

を考
こう

案
あん

する。
　1919（大正 8） 名古屋最

さい

初
しょ

の女学生の洋
よう

装
そう

の通学服・運動服を考案する。
　1924（大正13） 名古屋帯が，中

なか

村
むら

呉
ご

服
ふく

店で
発売される。

　1940（昭
しょう

和
わ

15） 緑
みどり

ケ
が

丘
おか

高等女学校を設
せっ

置
ち

し，
名
めい

誉
よ

校長になる。
　1946（昭和21） 戦後第 1回の衆

しゅう

議
ぎ

院
いん

議員選
せん

挙
きょ

で，当選する。
　1948（昭和23） 2 つの女学校を合

がっ

併
ぺい

し，名
古屋女学院中学校・高等学校とする。
中学校長になる。

　1950（昭和25） 名古屋女学院短期大学を設
置し，学長となる。

　1958（昭和33） 藍
らん

綬
じゅ

褒
ほう

章
しょう

を受ける。
　1959（昭和34） 死去。74才。

春子が61才の時，孫
まご

の
一
いち

郎
ろう

と国会議
ぎ

事
じ

堂
どう

前で。衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議員

写真提供：越原記念館（名古屋女子大学）
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