
「
手
芸
」
の
ベ
ー
ス
は
女
子
教
育

日
本
に
お
い
て
現
在
の
わ
た
し
た
ち
が
知
る
と

こ
ろ
の
「
手
芸
」
が
ど
こ
の
誰
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
明
治
以
前
か
ら
女

性
た
ち
は
「
お
細
工
も
の
」
と
し
て
美
的
な
布
の

手
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
手

芸
」
と
は
よ
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
手
芸
」
が
現

在
の
よ
う
に
普
及
し
た
背
景
に
は
、
戦
前
ま
で
の

女
子
教
育
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

明
治
初
頭
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
就
学
を
目
指

し
た
日
本
で
は
、
男
児
に
比
べ
て
女
児
の
就
学
率

が
向
上
し
な
い
た
め
、
そ
の
対
策
の
ひ
と
つ
と
し

て
裁
縫
や
手
芸
を
女
児
の
履
修
科
目
に
導
入
し
た
。

女
児
が
学
問
を
修
め
て
も
何
の
得
に
な
ろ
う
か
と

い
う
時
代
、
体
系
的
で
高
度
な
手
仕
事
を
学
校
で

学
べ
る
こ
と
が
、
女
児
を
学
校
に
上
げ
よ
う
と
い

う
親
た
ち
の
意
欲
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
生
活
物
資
の
欠
乏

と
贅ぜ
い

沢た
く

な
文
化
の
統
制
に
よ
り
ブ
ー
ム
は
終
わ
る
。

戦
後
、
日
本
人
の
生
活
が
上
向
く
高
度
経
済
成

長
期
、
第
二
次
手
芸
ブ
ー
ム
が
訪
れ
る
。
高
い
専

業
主
婦
率
と
大
都
市
で
の
職
住
分
離
に
よ
っ
て
女

性
た
ち
は
終
日
郊
外
で
過
ご
す
よ
う
に
な
る
。
郊

外
の
団
地
で
は
主
婦
の
手
芸
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ

も
作
ら
れ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
設
置
さ
れ

た
各
地
の
婦
人
会
館
や
、
女
性
向
け
雑
誌
、
ラ
ジ

オ
・
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
は
、
料
理
と
並
ん
で
手

芸
は
人
気
の
講
座
で
あ
っ
た
。
こ
の
ブ
ー
ム
は
、

手
作
り
は
「
ダ
サ
い
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た
バ
ブ
ル
期

直
前
く
ら
い
ま
で
続
い
た
。

そ
し
て
現
在
、
第
三
次
手
芸
ブ
ー
ム
が
到
来
。

以
前
の
ブ
ー
ム
と
の
大
き
な
違
い
は
、
手
芸
を
単

な
る
趣
味
と
し
て
で
は
な
く
、「
手
芸
で
稼
ぐ
」「
手

芸
を
生
か
す
」
な
ど
手
芸
の
社
会
的
価
値
の
見
直

し
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
の
世
代

ほ
ど
高
い
手
芸
技
術
を
も
た
な
い
若
い
人
た
ち
が
、

ネ
ッ
ト
上
の
ク
ラ
フ
ト
販
売
サ
イ
ト
な
ど
で
自
分

の
作
品
を
販
売
し
、
技
術
よ
り
セ
ン
ス
優
位
と
い

う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
手
芸
に
癒
し

を
求
め
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
手
芸
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
多
数
開
催
さ
れ
て
き
た
。
手

芸
品
販
売
を
と
お
し
て
被
災
地
で
女
性
た
ち
が
自

立
し
て
い
く
方
法
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
、
手
芸
は
女
性
に
必
須
の
技
能
で
は
な
く

「
手
芸
」
ブ
ー
ム
の
到
来

女
性
た
ち
が
初
等
・
中
等
教
育
を
経
る
人
が
増

加
し
た
大
正
期
に
は
、
教
育
を
受
け
た
女
性
で
あ

れ
ば
誰
も
が
手
芸
技
術
を
も
っ
て
い
る
の
が
当
然

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
階
層
や
地
域
に
よ
っ
て

技
術
レ
ベ
ル
に
格
差
は
あ
っ
た
が
、
家
庭
内
で
小

物
作
り
や
編
物
、
裁
縫
な
ど
を
す
る
こ
と
は
た
い

て
い
の
場
合
可
能
に
な
っ
た
。
都
市
部
の
女
性
た

ち
が
、
生
活
の
必
要
の
た
め
で
は
な
く
趣
味
と
し

て
手
芸
を
た
し
な
む
よ
う
に
な
る
の
は
こ
の
時
期

で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
、
レ
ー
ス
、
西
洋

刺
繍
、
造
花
な
ど
を
施
し
た
イ
ン
テ
リ
ア
や
衣
料

品
制
作
が
、
富
裕
な
家
庭
の
女
性
た
ち
の
あ
い
だ

で
流
行
す
る
。
最
初
の
手
芸
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
し

い
る
。
裁
縫
も
手
芸
も
女
児
の
み
が
学
ぶ
教
科
と

し
て
成
立
し
た
こ
と
は
、
後
の
社
会
で
「
手
芸
」

を
女
性
の
手
仕
事
と
考
え
が
ち
な
わ
た
し
た
ち
の

認
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
女
子
中
等
教
育
が
整
備
さ
れ
る
な
か

で
、
裁
縫
と
手
芸
は
女
子
教
育
の
中
心
的
科
目
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
衣
服
の
縫
製
が
機
械
化

さ
れ
る
以
前
の
社
会
に
お
い
て
、
裁
縫
技
術
は
日

常
に
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
手
芸
技
術
は
生

活
に
潤
い
を
与
え
た
り
、
万
一
の
と
き
に
は
内
職

の
仕
事
を
得
る
も
の
で
あ
っ
た
り
と
、
当
時
の
女

性
た
ち
に
と
っ
て
は
生
き
る
た
め
の
技
能
と
し
て

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。「
手
芸
」
の
内
容

は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
刺
繍
・
レ
ー
ス
編
・
編
物
・

造
花
な
ど
が
主
流
で
、
こ
れ
ら
手
芸
品
は
戦
前
日

本
の
重
要
な
輸
出
品
で
あ
り
、
多
く
は
内
職
や
女

工
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

な
っ
た
。
そ
れ
で
も
多
く
の
女
性
が
楽
し
む
趣
味

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
三
度
の
手
芸
ブ
ー
ム
を
と

お
し
て
、
手
芸
が
人
を
魅
了
す
る
の
は
、
そ
の
背

後
に
産
業
化
に
よ
る
急
激
な
社
会
の
変
化
が
あ
っ

た
時
期
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
モ
ダ
ニ

ズ
ム
、
高
度
経
済
成
長
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る

海
外
生
産
な
ど
、
わ
た
し
た
ち
が
自
ら
作
ら
な
く

て
良
い
仕
組
み
が
支
配
的
に
な
る
と
、
人
は
手
仕

事
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
の

な
か
で
の
「
手
芸
」
の
位
置
づ
け
を
見
て
い
く
と
、

わ
た
し
た
ち
が
ど
ん
な
社
会
を
生
き
て
い
る
の
か

が
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
手
芸
」が
女
性
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
女
子
教
育
の
科
目
と
し
て「
手

芸
」が
登
場
し
た
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

ニ
ッ
ポ
ン
の「
手
芸
」―
近
代
か
ら
現
代
ま
で

山や
ま

崎さ
き 

明あ
き

子こ

奈
良
女
子
大
学
准
教
授
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