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西
欧
女
性
の
手
仕
事
モ
ラ
ル
と
明
治
日
本
に
お
け
る
そ
の
受
容

前　

野　

み
ち
子　
　

香　

川　

由
紀
子　
　

は
じ
め
に

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
、
手
仕
事
に
女
性
の
モ
ラ
ル
（
い
わ
ゆ
る
婦

徳
）
を
見
出
し
あ
る
い
は
表
象
す
る
傾
向
は
い
つ
頃
か
ら
生
じ
た
の
だ
ろ
う

か
。
手
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
ご
く
最
近
ま
で
、
実
際
に
女
性
の
日
常
労
働
の
一

部
、
あ
る
い
は
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
本
稿
で

は
、
こ
の
手
仕
事
モ
ラ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
辿
っ
た
の
か
、
そ
し
て
近
代
ま
で
重
要
な
モ
ラ

ル
を
担
っ
て
い
た
西
欧
の
女
性
の
手
仕
事
が
近
代
化
（
開
化
＝
西
欧
化
）
を

め
ざ
す
明
治
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
と
き
、
従
来
の
日
本
的
・
儒
教
的
な
手
仕

事
モ
ラ
ル
と
ど
の
よ
う
に
交
わ
り
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
に

つ
い
て
概
観
し
た
い
。

（
一
）
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
〈
糸
紡
ぎ
〉
と
〈
機
織
り
〉

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
近
世
ま
で
、
女
性
の
美
徳
を
象
徴
す
る
手
仕
事
と
し
て

〈
糸
紡
ぎ
〉
が
繰
り
返
し
説
か
れ
奨
励
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
半
ば
に
採
録
さ

れ
た
グ
リ
ム
童
話
に
も〈
糸
紡
ぎ
〉に
関
す
る
話
は
数
多
い
。
古
く
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
の
起
源
を
遡
っ
て
み
る
な
ら
ば
、〈
糸
紡
ぎ
〉
は
す
で
に
ギ
リ
シ
ア

神
話
の
時
代
か
ら
女
性
の
手
仕
事
の
典
型
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
先
の
工
程
で

あ
る
〈
機
織
り
〉
に
つ
い
て
も
随
所
に
言
及
が
見
出
せ
る
。
こ
の
古
い
時
代

に
、
女
性
の
手
仕
事
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
神
統
紀
』（
前
七
〇
〇
年
頃
）
は
、
三
人
の

運
モ

イ

ラ

イ

命
の
女
神
た
ち
の
名
と
し
て
最
初
に
ク
ロ
ー
ト
ー
（「
紡
ぎ
女
」）
を
挙

げ
一
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
（
前
八
世
紀
後
半
）
は
主
に
た
だ
一
人
の
運モ

イ

ラ

命
の
女
神

を
や
は
り
「
紡
ぎ
女
」
と
し
て
物
語
っ
て
い
る
二
。
麻
糸
や
羊
毛
糸
を
撚
り

紡
ぐ
作
業
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
、
ま
た
そ
れ
を
日
々
目
に
す
る
者
に
と
っ
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て
、
時
に
は
不
意
に
短
く
途
切
れ
、
時
に
は
思
い
の
ほ
か
長
く
撚
り
上
げ
ら

れ
る
紡
ぎ
糸
の
偶
然
性
は
、
人
の
命
の
長
短
の
同
様
に
予
測
し
が
た
い
偶
然

性
と
重
な
っ
て
見
え
た
に
違
い
な
い
。

　

運
命
を
司
る
神
を
「
紡
ぎ
女
」
と
す
る
観
念
連
合
は
、〈
糸
紡
ぎ
〉
が
古

代
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
女
性
の
手
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
こ
の
作
業
の
屋
内
性
と
単
純
さ
が
、〈
糸

紡
ぎ
〉を
娘（
処
女
）と
結
び
つ
け
て
表
象
す
る
伝
統
を
も
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
あ
の
狡
猾
な
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
に
よ
っ
て
誘
拐
さ
れ
、「
謀た
く
ら
み計

に

ゆ
た
か
な
」
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
母
と
な
る
大
泥
棒
ア
ウ
ト
リ
ュ
コ
ス
の
娘

ア
ン
テ
ィ
ク
レ
イ
ア
は
、
早
く
か
ら
糸
巻
棒
を
持
っ
た
姿
で
壺
絵
に
登
場
し

て
い
る
三
。
こ
こ
で
の
糸
巻
棒
は
、
家
内
の
奥
ま
っ
た
部
屋
で
ひ
っ
そ
り
と

手
仕
事
に
勤
し
む
処
女
の
属
性
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の

な
か
で
も
特
に
よ
く
知
ら
れ
る
〈
ア
リ
ア
ド
ネ
ー
の
糸
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

も
、
古
い
壺
絵
に
よ
れ
ば
、
迷
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス

宮
か
ら
無
事
に
戻
っ
て
来
ら
れ
る
よ
う
に

テ
ー
セ
ウ
ス
に
贈
ら
れ
た
糸
は
、「
き
わ
め
て
清
い
女
（
処
女
）」
ア
リ
ア
ド

ネ
ー
が
ち
ょ
う
ど
紡
い
で
い
た
撚
り
糸
（
あ
る
い
は
そ
れ
が
巻
き
つ
け
ら
れ

た
紡つ

錘む

か
糸
玉
）
だ
っ
た
四
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
が
語
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
妻
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア
の
物
語
で

は
、
周
知
の
よ
う
に
〈
機
織
り
〉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か

し
〈
糸
紡
ぎ
〉
も
ま
た
彼
女
の
日
々
の
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、息
子
の
テ
ー

レ
マ
コ
ス
が
広
間
に
現
れ
た
母
親
を
諫
め
て
語
る「
…
…
奧
へ
引
き
取
ら
れ
、

御
自
分
の
受
持
つ
仕
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
な
さ
い
ま
し
ょ
う
。
機は

た

を
織
る
な
り
糸
を
繰
る
な

り
。
侍
女
た
ち
へ
も
仕
事
に
精
を
出
す
よ
う
指さ
し

図ず

な
さ
っ
て
下
さ
い
。」五 

と

い
う
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
ス
ケ
リ
エ
ー
島
の
王
女
ナ
ウ
シ
カ
ア
ー
が
見
知
ら
ぬ
人
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
苦
境
を
忖
度
し
自
分
の
母
親
に
援
助
を
求
め
る
よ
う
勧
め

る
際
に
も
、
そ
の
母
は
次
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
。「
母
は
お
そ
ら
く
炉

の
わ
き
に
、
火
に
照
ら
さ
れ
て
坐
っ
て
い
ま
し
ょ
う
、
大
柱
に
倚
り
懸
か
っ

た
ま
ま
、
潮
紫
の
毛
糸
を
糸
巻
き
悍さ
お

に
繰
り
取
り
な
が
ら
。」
そ
の
傍
ら
に

は
父
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
の
台
座
が
据
え
ら
れ
、「
そ
の
上
に
父
が
座
っ
て
お
酒

を
あ
が
る
ご
様
子
は
、
不
死
の
神
に
も
た
ぐ
え
ら
れ
」
る
（
同
、
第
六
書
、

三
〇
五
〜
三
〇
九
行
）。
こ
の
古
き
良
き
時
代
の
賢
明
な
王
と
そ
の
妃
の
姿

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
の
夫
婦
の
理
想
像
で
あ
り
、
不
本
意
な
が

ら
自
国
に
帰
り
着
け
な
い
で
い
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
の
館
の
混
乱
と
鋭

い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
仲
む
つ
ま
じ
く
並
ぶ
王
の
夫
妻
の
平
和
な
日
常
。

ま
さ
し
く
そ
の
場
面
で
、
王
が
機
嫌
良
く
酒
を
の
む
一
方
、
王
妃
は
糸
を
繰

る
手
を
一
時
も
休
め
て
い
な
い
。
ポ
リ
ス
男
性
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

美ア
レ
テ
ー徳

、
す
な
わ
ち
広ア

ゴ
ラ場

に
お
け
る
〈
大
き
な
言
葉
〉（
演
説
）
と
戦
場
に
お

け
る
〈
大
き
な
行
為
〉（
武
勲
）
は
、
と
も
に
屋
外
で
発
現
す
る
能
力
で
あ

り
六
、
他
方
女
性
に
唯
一
ふ
さ
わ
し
い
場
と
見
な
さ
れ
た
屋オ

イ
コ
ス内

は
家

オ
イ
コ
ノ
ミ
ア

政
の
支

配
す
る
場
と
し
て
、
家
産
の
増
大
を
め
ざ
す
ノ
モ
ス
が
屋
内
に
属
す
る
人
々

（
女
性
と
家
事
奴
隷
）
に
日
々
休
ま
ぬ
労
働
を
要
求
し
て
い
た
。
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〈
機
織
り
〉
も
ま
た
、
屋
内
の
女
性
の
手
仕
事
と
し
て
〈
糸
紡
ぎ
〉
と
変

わ
ら
ぬ
側
面
を
持
っ
て
い
る
が
、古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
機
織
り
の
た
め
の「
と

り
わ
け
美
ご
と
な
手
先
の
技
と
す
ぐ
れ
た
知
恵
と
」
を
「
ア
テ
ー
ネ
ー
女
神

が
彼
ら
に
お
授
け
な
さ
っ
た
」（
同
、
第
七
書
、
一
〇
五
〜
一
一
一
行
）
能

力
と
見
な
し
て
い
た
。
単
純
な
〈
糸
紡
ぎ
〉
に
比
し
て
、〈
機
織
り
〉
は
そ

の
知
的
要
素
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
二
十
年
に
わ
た
る
夫
の
不
在
中
孤
閨
を
守
っ
た
貞
潔

な
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア
が
、
乱
暴
狼
藉
を
は
た
ら
い
て
結
婚
を
迫
る
求
婚
者
た

ち
に
返
事
を
留
保
す
る
言
い
訳
と
し
た
の
も
こ
の
〈
機
織
り
〉
だ
っ
た
。
よ

う
や
く
イ
タ
ケ
ー
に
帰
り
着
き
、
館
の
様
子
を
探
る
た
め
に
正
体
を
隠
し

て
訪
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
向
か
い
、
彼
女
は
こ
う
語
っ
て
聞
か
せ
る
。

「
…
…
私
も
詭
計
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
、
ま
ず
手
始
め
に
は
、
広
幅
布
を
織

る
考
を
、
神
が
私
に
吹
き
込
み
な
さ
り
」、「
…
…
こ
の
広
布
を
織
り
お
え
る

ま
で
」
待
っ
て
ほ
し
い
と
求
婚
者
た
ち
に
訴
え
て
、
昼
間
は
そ
れ
を
織
り
続

け
、夜
ご
と
に
ほ
ど
い
て
三
年
の
間
彼
ら
の
「
眼
を
昏く
ら

ま
せ
納
得
さ
せ
」
た
、

と
。
こ
こ
で
も〈
機
織
り
〉は「
思か
ん
が
え慮

深
い
」ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア
の
知
恵（「
詭

計
」）
を
象
徴
す
る
手
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
は
更
に
も
う
一
つ
よ
く
知
ら
れ
た
〈
機
織
り
〉
に
関
す

る
物
語
が
あ
る
。
ト
ラ
キ
ア
の
蛮
王
テ
ー
レ
ウ
ス
が
ア
テ
ー
ナ
イ
王
の
娘
で

あ
る
妻
プ
ロ
ク
ネ
ー
の
妹
ピ
ロ
メ
ー
レ
ー
を
凌
辱
し
、
彼
女
が
そ
れ
を
口
外

し
な
い
よ
う
に
舌
を
切
っ
て
森
に
置
き
去
り
に
し
た
と
い
う
あ
の
残
酷
な
話

で
あ
る
。
ピ
ロ
メ
ー
レ
ー
は
〈
機
織
り
〉
に
長
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
受
難

を
描
い
た
一
枚
の
布
を
織
り
、
そ
れ
を
姉
に
送
っ
て
不
幸
な
出
来
事
を
伝
え

た
。
こ
の
話
が
ロ
ー
マ
時
代
に
至
っ
て
、
布
に
織
り
込
ま
れ
た
絵
を
文
字

0

0

と

す
る
再
話
七
を
生
ん
だ
の
は
、〈
機
織
り
〉
を
知
恵
の
賜
物
と
見
な
す
ギ
リ

シ
ア
的
文
脈
を
受
け
継
ぎ
押
し
進
め
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
古
い
起
源
を
も
つ
神
話
や
叙
事
詩
で
の
数
々
の
言
及

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
に
お
い
て
女
性
の
手
仕
事
が
婦ア
レ
テ
ー徳

（
処
女
性
や
貞
潔
）
の
モ
ラ
ル
を
担
う
寓
意
的
表
象
と
し
て
流
布
し
た
形
跡

は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
早
く
か
ら
労
働
を
奴
隷
に
委
ね
て
男
性
市
民

が
政
治
と
戦
闘
の
専
門
集
団
と
化
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
は
、
屋オ
イ
コ
ス内

に
属

す
る
女
性
と
そ
の
労
働
に
つ
い
て
屋
外
（
＝
広ア
ゴ
ラ場

）
で
語
り
称
賛
す
る
必
要

を
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ
た
八
。
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア
は
手
仕
事
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
二
十
年
間
婚
約
者
を
却
け
孤
閨
を
守
っ
た
そ
の
屋
内
的
な
思
慮
と

知
恵
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
物
語
の
な
か
で
語
り
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　（
二
）
古
代
ロ
ー
マ
の
〈
糸
紡
ぎ
〉
と
家
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　

と
こ
ろ
が
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
既
に
こ
の
都
市
の
建
設
神
話
の
な
か
に
、

〈
糸
紡
ぎ
〉
を
妻
の
携
わ
る
べ
き

0

0

仕
事
と
し
て
、
し
か
も
唯
一
の

0

0

0

仕
事
と
し

て
象
徴
化
す
る
注
目
す
べ
き
言
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
期
の
ギ
リ
シ
ア

人
著
作
家
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
伝
え
る
サ
ビ
ー
ニ
ー
女
の
掠
奪
の
話
に
含
ま
れ
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て
い
る
。
ロ
ー
マ
を
建
設
し
た
初
代
の
王
ロ
ー
ム
ル
ス
は
、
深
刻
な
人
口
不

足
を
解
消
す
る
た
め
に
近
隣
の
サ
ビ
ー
ニ
ー
族
を
祭
り
に
お
び
き
寄
せ
、
そ

の
女
た
ち
（
主
に
処
女
た
ち
）
を
掠
奪
し
た
九
。
彼
女
た
ち
が
強
制
的
に
ロ
ー

マ
人
の
妻
に
さ
れ
、
子
供
を
産
み
、
夫
と
平
穏
な
生
活
を
送
り
始
め
た
頃
、

サ
ビ
ー
ニ
ー
族
は
か
つ
て
の
掠
奪
に
対
す
る
復
讐
を
遂
げ
る
た
め
に
ロ
ー
マ

と
の
戦
争
を
開
始
し
た
。
闘
い
が
膠
着
状
態
に
陥
り
、
ま
た
新
た
に
始
ま
ろ

う
と
し
た
と
き
、「
前
に
掠
奪
さ
れ
た
サ
ビ
ー
ニ
ー
族
の
娘
た
ち
が
叫
び
聲

鬨
の
聲
を
揚
げ
て
方
々
か
ら
現
れ
、
神
に
憑
か
れ
た
人
の
よ
う
に
武
器
や
屍

體
の
間
を
縫
つ
て
自
分
た
ち
の
夫
や
父
の
と
こ
ろ
へ
駈
け
寄
り
、
或
る
も
の

は
幼
兒
を
腕
に
抱
へ
、
或
る
も
の
は
解
け
た
髪
を
顔
の
前
に
振
り
亂
し
、
孰

れ
も
情
愛
の
籠
っ
た
呼
名
で
或
ひ
は
サ
ビ
ー
ニ
ー
族
或
ひ
は
ロ
ー
マ
人
に
呼

び
か
け
た
」一
〇
。
彼
女
た
ち
の
捨
て
身
の
行
動
と
説
得
は
つ
い
に
両
者
の
間

に
和
平
を
も
た
ら
し
、
サ
ビ
ー
ニ
ー
族
は
ロ
ー
マ
の
町
に
共
に
住
ん
で
共
同

の
統
治
を
行
う
こ
と
に
合
意
し
た
。
そ
し
て
こ
の
時
「
婦
女
に
つ
い
て
の
取

極
め
が
成
立
し
、
夫
の
た
め
に
毛
糸
紡
ぎ
以
外
の
仕
事
は
し
な
い
と
い
ふ
こ

と
に
な
つ
た
」（
同
、
一
五
）
と
い
う
。

　

こ
の
神
話
は
、
ロ
ー
マ
の
軍
団
が
戦
争
で
手
に
入
れ
た
土
地
に
都
市
を
建

設
し
、
そ
の
地
の
女
た
ち
を
娶
り
、
土
地
所
有
農
民
と
し
て
土
着
化
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
一
一
を
色
濃
く
反
映
し

て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
業
を
成
し
遂
げ
個
々
の
家

政
の
繁
栄
を
企
図
す
る
上
で
、
土
地
の
女
た
ち
の
意
を
迎
え
そ
の
協
力
を
得

る
こ
と
が
い
か
に
重
要
と
考
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
も
証
言
し
て
い
る
。
プ

ル
タ
ル
コ
ス
は
ア
テ
ー
ナ
イ
を
創
建
し
た
と
さ
れ
る
テ
ー
セ
ウ
ス
の
女
性
関

係
と
比
較
し
て
、
ロ
ー
ム
ル
ス
が
自
身
範
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
市

民
た
ち
の
結
婚
生
活
に
「
相
互
の
尊
敬
と
愛
情
と
信
頼
」
を
も
た
ら
し
た
と

評
価
し
て
い
る
（
同
、〈
比
較
〉
六
）
が
、
妻
た
ち
に
は
〈
糸
紡
ぎ
〉
の
み

が
課
さ
れ
る
と
い
う
建
国
神
話
中
の
夫
婦
協
定
は
、
そ
の
裏
面
に
嫡
子
を
産

み
育
て
、
家
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
妻
に
対
す
る
多
分
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
配
慮
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

従
っ
て
ロ
ー
マ
女
性
た
ち
の
妻
と
し
て
の
貢
献
は
、
ギ
リ
シ
ア
と
は
異
な

り
、男
た
ち
に
よ
っ
て
大
い
に
讃
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

サ
ビ
ー
ニ
ー
女
た
ち
の
捨
て
身
の
行
動
が
戦
場
（
公
的
な
場
）
の
男
た
ち
に

和
平
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
神
話
は
、
た
と
え
間
接
的
に
も
せ
よ
、
男
性
の

行
為
の
場
に
女
性
が
関
与
し
貢
献
し
う
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
考
え
方
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
女
性
の
貢
献
に
公
的
讃
辞
を
贈
る
伝
統
さ
え
も

生
み
出
し
た
一
二
。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
の
〈
糸
紡
ぎ
〉
は
、
単
に

屋
内
の
女
性
の
手
仕
事
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
男
性
の
公
的
領
域
に

寄
与
す
る
女
性
の
力
、
私
的
領
域
に
あ
っ
て
陰
に
陽
に
公
的
領
域
を
支
え
る

妻
・
母
た
る
女
性
の
力
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
評
価
・
尊
重
を
内
包
し
、
モ

ラ
ル
と
合
体
し
た
表
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
三
）
キ
リ
ス
ト
教
中
世
の
〈
糸
紡
ぎ
〉
と
〈
機
織
り
〉

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
的
伝
統
は
、
キ
リ
ス
ト
教
中
世
の
〈
糸
紡

ぎ
〉
の
表
象
に
ど
の
よ
う
に
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
十
二
世
紀
前
半
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
者
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
の
恋
で
知

ら
れ
る
パ
リ
の
才
媛
エ
ロ
イ
ー
ズ
は
、
自
身
が
結
婚
し
た
場
合
の
生
活
を
想

像
し
て
、「
学
生
が
居
る
と
思
え
ば
侍
女
が
居
り
、
机
が
あ
る
と
思
え
ば
揺

籃
が
あ
り
、
本
や
黒
板
が
あ
る
と
思
え
ば
紡
ぎ
棒

0

0

0

が
あ
り
、
筆
や
ペ
ン
が
あ

る
と
思
え
ば
紡
錘

0

0

が
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
混
乱
し
た
状
態
を
憂
え

た
と
い
う
。
こ
の
記
述
は
、
不
幸
な
事
件
の
後
し
ば
ら
く
消
息
を
絶
っ
た
ア

ベ
ラ
ー
ル
が
あ
る
友
人
に
宛
て
て
自
身
の
半
生
を
物
語
っ
た
手
紙
（
第
一
書

簡
）
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
パ
リ
の
市
井
に
生
き
る
若
い

妻
の
日
常
が
窺
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
エ
ロ
イ
ー
ズ
が
結
婚
を
拒
絶

し
た
第
一
の
理
由
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
は
神
の
嘉
す
る
「
神
聖
」
で
「
健
全
」

な
「
妻
」
と
い
う
存
在
の
属
性
、
す
な
わ
ち
結
婚
し
た
女
性
の
日
常
生
活
に

付
き
も
の
の
「
揺
籃
」「
紡
ぎ
棒
」「
紡
錘
」
を
桎
梏
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
子
育
て
と
〈
糸
紡
ぎ
〉
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
生
活
の
必
要

0

0

0

0

0

を
満
た
す
た
め
の
日
常
的
行
為
だ
っ
た
。
そ
れ
は
た
し
か

に
、
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
イ
ヴ
の
末
裔
に
課
さ
れ
た
女
性
労
働
の
典モ
デ
ル型

と

し
て
キ
リ
ス
ト
教
モ
ラ
ル
を
加
味
さ
れ
て
い
た
が
、
家
族
基
盤
を
重
ん
じ
る

ロ
ー
マ
的
な
家
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
異
な
り
、
そ
れ
を
妻
の

0

0

義
務
（
あ
る
い

は
そ
れ
と
引
き
替
え
の
権
利
）
と
し
て
宗
教
・
社
会
制
度
が
積
極
的
に
喧
伝

し
た
形
跡
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　
〈
糸
紡
ぎ
〉
の
単
純
さ
は
古
来
、
女
性
の
自
然
（
本
性
）
に
基
づ
く
単
純

さ
・
受
動
性
の
観
念
と
も
固
く
結
び
つ
い
て
い
て
い
た
。
そ
れ
は
実
際
、
若

い
娘
か
ら
老
女
ま
で
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
年
齢
段
階
の
女
性
が
日
常
的
に
従

事
可
能
な
作
業
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
的
勤
労
モ
ラ
ル

0

0

0

0

0

と
現
実

の
生
活
を
無
理
な
く
結
び
付
け
う
る
表
象
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
若
い
娘

た
ち
に
説
か
れ
る
場
合
に
は
、
少
し
違
っ
た
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
中
世
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
娘
た
ち
の
教
育
に
触
れ
た
資
料
は
必

ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
〈
糸
紡
ぎ
〉
や
針
仕
事
な
ど
の
手
仕
事
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
娘
は
よ
く
「
聞
き
、
決
し
て
考
え
な
い
」一
三

従
順
な
性
格
を
養
い
、
外
の
危
険
（
色ア

ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル

恋
沙
汰
）
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
理
解
力
と
理
性
を
欠
い
た
娘
一
般

に
と
っ
て
手
仕
事
は
本
性
に
適
っ
た
楽
し
み
と
も
な
り
、
外
を
歩
き
回
っ
た

り
悪
徳
を
身
に
付
け
た
り
す
る
暇
を
与
え
ず
に
済
む
と
い
う
そ
の
抑
止
的
効

果
も
期
待
さ
れ
た
一
四
。
こ
の
よ
う
に
手
仕
事
は
単
な
る
生
活
の
必
要

0

0

0

0

0

と
結

び
つ
い
た
勤
労
モ
ラ
ル
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
娘
が
従
順
と
服
従
を
学

び
悪
徳
を
遠
ざ
け
る
手
段
と
も
見
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
特
に
キ
リ
ス

ト
教
的
文
脈
で
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
来
良
家
の
娘
た
ち
に
向
け
て

説
か
れ
て
き
た
モ
ラ
ル
を
教
会
が
サ
ポ
ー
ト
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

娘
た
ち
、
ひ
い
て
は
女
た
ち
一
般
の
手
仕
事
に
託
さ
れ
た
従
順
・
服
従
の

モ
ラ
ル
は
、
同
じ
文
脈
で
寡
黙
さ
（
お
し
ゃ
べ
り
の
戒
め
）
を
要
求
し
て
い
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た
。
し
か
し
現
実
の
女
性
の
手
仕
事
は
と
言
え
ば
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
昔
か
ら

集
団
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
家
政
を
重
ん
じ
た
ロ
ー
マ
で
も
そ
の

事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
手
仕
事
の
場
は
か
な
り
に
ぎ
や
か
な
も
の

で
も
あ
り
え
た
。
十
二
世
紀
北
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
の
娘
た
ち
が
針
仕
事
の
集

ま
り
で
歌
っ
た
と
さ
れ
る
〈
お
針
歌
〉一
五
も
、
こ
の
優
雅
に
洗
練
さ
れ
た
場

が
常
に
お
し
ゃ
べ
り
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
同
じ
く
宮
廷
婦

人
た
ち
が
集
っ
て
手
仕
事
に
勤
し
む
姿
を
描
い
た
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
フ
レ

ス
コ
画
か
ら
も
、
上
品
な
お
し
ゃ
べ
り
の
さ
ざ
め
き
が
聞
こ
え
て
く
る
一
六
。

都
市
に
生
き
る
市
民
女
性
た
ち
が
手
仕
事
に
勤
し
む
日
常
的
な
場
も
、
中
世

末
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
木
版
画
が
し
ば
し
ば
示
し
て
い
る
よ
う
に
常

に
使
用
人
や
子
供
た
ち
と
共
に
あ
り
、
ま
さ
し
く
エ
ロ
イ
ー
ズ
の
言
葉
ど
お

り
、
侍
女
（
使
用
人
）
と
揺
籃
と
紡
ぎ
棒
と
紡
錘
が
雑
然
と
入
り
ま
じ
る
空

間
だ
っ
た
。
農
村
部
で
農
閑
期
に
設
け
ら
れ
た
〈
紡
ぎ
部
屋
〉
の
慣
習
は
、

そ
の
騒
が
し
く
粗
野
な
雰
囲
気
で
知
ら
れ
て
い
た
し
、
都
市
で
行
わ
れ
た
持

ち
回
り
の
小
さ
な
〈
紡
ぎ
部
屋
〉
も
口
さ
が
な
い
女
た
ち
の
噂ゴ
シ
ッ
プ話

の
場
と
し

て
民
衆
文
学
に
登
場
し
て
い
る
一
七
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
仕
事
が

寡
黙
さ
を
生
む
と
す
る
言
説
は
長
い
間
女
子
教
育
を
論
ず
る
男
性
た
ち
の
固

定
観
念
を
な
し
て
い
た
一
八
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
世
を
通
し
て

人
す
べ
て

0

0

0

0

（
の
代
表
と
し
て
の
男
性
）
に
対
す
る
モ
ラ
ル
を
説
き
続
け
た
キ

リ
ス
ト
教
は
、
世
俗
の
女
性
た
ち
に
焦
点
を
当
て
た
教
化
に
は
ま
だ
さ
ほ
ど

大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

中
世
キ
リ
ス
ト
教
が
注
目
し
た
の
は
む
し
ろ
、
世
俗
を
去
っ
た
女
性
、
つ

ま
り
修
道
女
や
聖
女
た
ち
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
、
後
世
に
し
ば
し
ば
〈
糸

紡
ぎ
〉
と
結
び
つ
い
て
想
起
さ
れ
た
聖
女
エ
リ
ザ
ベ
ト
が
い
る
。
ウ
ォ
ラ
ギ

ネ
の
『
黄
金
伝
説
』（
一
二
六
七
年
頃
）一
九
が
語
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
娘
エ

リ
ザ
ベ
ト
は
「
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
質
素
な
生
活
を
愛
し
」、「
虚
飾
の
あ
そ
び

ご
と
を
避
け
」、
結
婚
し
て
方
伯
夫
人
と
な
っ
て
か
ら
も
妻
と
し
て
の
本
分

に
悖
る
こ
と
な
く
信
仰
に
帰
依
し
た
。
夫
の
死
後
は
修
道
女
と
な
っ
て
貧
民

の
た
め
の
施
療
院
を
設
立
し
、
自
ら
病
人
の
世
話
を
し
、
様
々
の
試
練
・
苦

難
に
耐
え
て
多
く
の
奇
蹟
を
行
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
宮
廷
的
虚
飾
と
対

照
的
な
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
清
貧
生
活
が
強
調
さ
れ
、
自
ら
糸
を
紡
ぎ
布
を
織
っ

て
貧
者
に
与
え
た
挿エ
ピ
ソ
ー
ド話が

象
徴
的
に
物
語
ら
れ
る
。
彼
女
の
〈
機
織
り
〉
が

生
み
出
す
の
は
も
ち
ろ
ん
ア
テ
ー
ネ
ー
の
知
恵
を
駆
使
し
た
美
し
い
布
で
は

な
く
、
日
用
に
供
す
る
質
素
な
粗
布
で
あ
る
。
貧
者
と
病
人
の
救
済
は
中
世

的
聖
性
の
典
型
的
な
発
現
形
態
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
女
性
の
最
も
卑
近
な

手
仕
事
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
く
こ
の
聖
女
の
民
衆
的
な
人
気

を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
女
性
に
対
す
る
勤
労
モ
ラ

ル
が
こ
の
よ
う
な
聖
女
像
に
凝
縮
し
て
示
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
の
は
、
生
活

の
必
要

0

0

が
女
性
の
手
仕
事
を
当
然
視
さ
せ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
時
代
全
体

が
ま
だ
〈
時
は
金
な
り
〉
の
思
想
に
追
い
立
て
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
た
め

だ
ろ
う
。
中
世
は
無
気
力
や
怠
惰
か
ら
乞
食
を
す
る
人
々
に
対
し
て
も
ま
だ

十
分
に
寛
大
だ
っ
た
。



（25）

西欧女性の手仕事モラルと明治日本におけるその受容

（
四
）
近
世
か
ら
近
代
へ

　

十
六
世
紀
に
至
っ
て
も
、〈
糸
紡
ぎ
〉
は
相
変
わ
ら
ず
女
性
た
ち
の
典
型

的
な
家
内
労
働
だ
っ
た
。
こ
の
世
紀
の
前
半
に
糸
車
が
出
現
し
て
作
業
能
率

は
格
段
に
上
が
っ
た
が
、
こ
の
新
式
の
器
械
は
ま
だ
か
な
り
高
価
で
、
相
変

わ
ら
ず
糸
巻
き
棒
と
紡
錘
に
よ
る
旧
式
の
〈
糸
紡
ぎ
〉
に
従
事
す
る
女
性
た

ち
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
乞
食
が
単
な
る
慈
善
的
救
済
の
対
象
で
は
な
く
な

り
、
都
市
（
と
教
会
）
が
設
立
し
た
自
力
更
生
施
設
に
収
容
さ
れ
た
り
労
働

を
強
制
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
十
五
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
近
世
・
近
代

に
つ
な
が
る
勤
労
モ
ラ
ル
が
徐
々
に
浸
透
し
始
め
る
。
そ
し
て
ほ
ぼ
こ
の
あ

た
り
か
ら
、
説
教
者
に
よ
る
〈
虚ヴ
ァ
ニ
タ
ス飾〉

の
戒
め
が
商
業
都
市
で
急
速
に
調ト

ー
ン子

を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
〈
死ダ
ン
ス
・
マ
カ
ブ
レ

の
舞
踏
〉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
も
重
な
る
〈
虚ヴ

ァ
ニ
タ
ス飾

〉
の
戒
め
は
、
中
世

末
に
い
く
つ
か
の
寓
意
表
象
に
結
晶
し
た
。
男
性
に
向
け
て
は
主
と
し
て
髑

髏
が
二
〇
、
女
性
に
向
け
て
は
鏡
を
手
に
し
た
着
飾
る
女
性
や
蠱
惑
的
な
若

い
女
性
と
醜
い
老
女
の
対
比
が
〈
虚ヴ
ァ
ニ
タ
ス飾〉

を
意
味
す
る
図
像
に
な
っ
た
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
衣
服
や
装
身
具
へ
の
執
着
と
い
う
旧
来
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
女
性
観
は
、
十
六
世
紀
に
な
る
と
そ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
〈
貞
潔
〉

の
称
揚
・
教
化
の
言
説
を
生
み
だ
し
、
こ
の
善
悪
対
を
な
す
イ
メ
ー
ジ
が
次

第
に
新
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
色
彩
を
帯
び
て
、
女
性
に
関
す
る
二
つ
の
寓

意
的
思
潮
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
・
人
文
主
義
が
甦
ら
せ
た
〈
貞
潔
〉
の
代
表
は
古
代
ロ
ー
マ

史
に
語
ら
れ
る
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
十
六
・
七
世
紀
の
画
家
た
ち
は
そ

の
凌
辱
や
自
害
の
場
面
を
繰
り
返
し
描
き
、
詩
人
た
ち
は
こ
の
悲
劇
を
素
材

に
様
々
な
作
品
を
創
作
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
話
を
女
性
向
け
に
語
る
北

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
書
物
や
図
像
で
は
そ
の
前
史
、
深
窓
に
暮
ら
す
彼
女
が
侍
女

た
ち
と
糸
紡
ぎ
を
し
な
が
ら
戦
場
に
あ
る
夫
を
思
い
涙
を
流
す
場
面
二
一
の

方
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
日
常
性
を
重
ん
じ
る
こ
の
地
域
の
心
性
は
、
女

性
た
ち
に
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
の
劇
的
貞
潔
さ
を
で
は
な
く
、〈
糸
紡
ぎ
〉
が
示

す
家
庭
的
・
屋
内
的
な
貞
潔
さ
を
推
奨
し
た
。
つ
ま
り
〈
糸
紡
ぎ
〉
は
単
純

な
勤
労
モ
ラ
ル
を
暗
示
す
る
だ
け
で
な
く
、〈
貞
潔
〉
と
い
う
意
味
ラ
ベ
ル

を
貼
ら
れ
た
寓
意
的
行
為
と
し
て
大
々
的
に
流
布
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ

の
寓
意
化
を
示
す
初
期
の
例
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
収
入
役
の
妻
ア
ン
ナ
・

コ
ッ
デ
の
肖
像
画

0

0

0

（
一
五
二
九
年
）
は
、
こ
の
若
い
妻
を
大
き
な
最
新
式
糸

車
を
操
る
〈
糸
紡
ぎ
〉
姿
で
描
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
の
何
不
自
由
な

い
階
層
へ
の
帰
属
と
と
も
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
虚ヴ
ァ
ニ
タ
ス飾〉

に
陥
る
こ
と
の

な
い
家
庭
的
堅
実
さ
、〈
貞
潔
〉
さ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
二
二
。
そ
の

一
方
で
、
旧
来
の
糸
巻
き
棒
は
、
十
六
世
紀
前
半
に
生
ま
れ
た
〈
女
性
の
人

生
段
階
図
〉
で
し
ば
し
ば
「
七
十
歳
」
あ
る
い
は
「
八
十
歳
」
の
属
性
を
な

し
、人
生
の
役
割
か
ら
退
い
た
女
性
の
神
の
意
志
に
適
っ
た
生
き
方
、「
質
素
」

「
倹
約
」「
敬
虔
」
を
表
す
寓
意
に
な
っ
て
い
る
。

　
〈
糸
紡
ぎ
〉
に
付
さ
れ
た
後
者
の
寓
意
は
、
勤
労
と
倹
約
に
よ
る
蓄
財
が

魂
の
救
済
に
つ
な
が
る
と
説
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
十
七
世
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紀
前
半
の
オ
ラ
ン
ダ
で
積
極
的
に
活
用
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

フ
ィ
ス
ヘ
ル
の
寓
意
図
像
集
二
三
の
一
葉
は
、
糸
巻
き
棒
と
紡
錘
の
図
像
に

〈
収
入
に
合
っ
た
生
活
〉
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
教
訓
を
述
べ
て
い
る
。「
自

分
の
財
産
や
収
入
以
下
の
生
活
を
す
る
者
は
常
に
富
み
、
快
活
で
大
い
に
満

ち
足
り
て
い
る
も
の
だ
。
糸
紡
ぎ
で
も
生
計
が
得
ら
れ
る
と
は
実
に
何
と
質

素
な
も
の
で
は
な
い
か
。」
彼
は
ま
だ
旧
式
の
紡
ぎ
具
を
描
い
て
そ
の
質
実

さ
を
強
調
し
て
い
る
が
、
当
時
す
で
に
一
般
化
し
て
い
た
糸
車
は
、
こ
の
世

紀
を
通
じ
て
風
俗
画
や
銅
版
画
に
繰
り
返
し
登
場
し
た
寓
意
的
小
道
具
だ
っ

た
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
老
女
の
傍
に
描
か
れ
、
あ
る
い
は
家
庭
的
「
貞
潔
」

の
寓
意
と
し
て
主
婦
の
傍
に
、そ
し
て
時
に
は
若
い
娘
の
傍
に
も
置
か
れ
た
。

し
か
し
倹
約
と
質
実
を
説
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
が
後
退
し
、
都
市
生
活
が
豊

か
さ
を
増
す
に
つ
れ
て
、〈
糸
紡
ぎ
〉
は
急
速
に
市
民
女
性
に
と
っ
て
の
現

実
性
を
失
い
、
風
俗
画
に
は
縫
い
物
を
す
る
主
婦
の
姿
も
目
立
つ
よ
う
に
な

る
。

　

娘
た
ち
に
対
し
て
も
手
仕
事
を
め
ぐ
る
モ
ラ
ル
は
説
か
れ
続
け
た
。
い
や

む
し
ろ
、
説
教
し
訓
戒
を
ほ
ど
こ
す
調
子
は
十
七
世
紀
初
頭
か
ら
一
段
と
強

ま
り
、
女
子
教
育
へ
の
社
会
全
体
の
関
心
が
如
実
に
感
じ
取
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
娘
た
ち
に
「
従
順
」「
勤
勉
」「
純
潔
」

の
美モ
ラ
ル徳

を
教
え
る
手
段
と
し
て
説
か
れ
た
手
仕
事
は
、
よ
り
高
度
な
技
術
、

つ
ま
り
ア
テ
ー
ネ
ー
の
知
恵
を
必
要
と
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
彼
女
た
ち
の
属
す

る
階
層
を
示
唆
す
る
こ
と
に
も
な
る
縫
い
物
、
レ
ー
ス
編
み
、
刺
繍
な
ど

で
二
四
、
単
純
な
糸
紡
ぎ
は
か
つ
て
の
中
心
的
な
位
置
か
ら
周
辺
に
退
い
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
手
芸
は
、
富
裕
層
や
中
産
層
の
娘
向
け
に
需
要
が
高
ま
り

つ
つ
あ
っ
た
女
学
校
教
育
で
も
重
視
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
肖
像
画
も
娘
た
ち

を
し
ば
し
ば
縫
い
物
や
レ
ー
ス
編
み
を
す
る
姿
で
描
い
て
い
る
二
五
。

　

こ
の
よ
う
な
手
仕
事
の
手
芸
化
と
軌
を
一
に
し
て
、
そ
の
寓
意
的
意
味

も
複
雑
化
し
て
い
く
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
娘
た
ち
に
手
仕
事
が
勧

め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
性
の
誘
惑
を
却
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
伝
統
的
な
言
説
が
あ
り
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
手
仕
事
の

屋
内
的
性
格
に
依
拠
す
る
も
の
だ
っ
た
。
多
く
の
神
話
的
挿エ
ピ
ソ
ー
ド

話
が
語
る
よ
う

に
、
手
仕
事
を
す
る
処
女
の
「
純
潔
」
と
妻
の
「
貞
潔
」
は
元
来
こ
の
屋
内

性
、
男
性
が
外
か
ら
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
理
的
距
離
と
緊

密
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
中
世
都
市
に
お
い
て
、
手
仕
事
に
ま
つ
わ
る
モ
ラ

ル
が
深
窓
暮
し
の
叶
わ
ぬ
一
般
市
民
の
娘
た
ち
に
向
か
っ
て
も
説
か
れ
え

た
の
は
、
や
は
り
屋
内
で
の
「
勤
勉
」（
集
中
）
が
外
の
誘
惑
を
遠
ざ
け
る

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
で

は
、
こ
れ
ま
で
外
と
内
の
間
に
存
在
し
て
い
た
垣
根
が
あ
る
程
度
ま
で
取
り

払
わ
れ
て
、
手
仕
事
を
す
る
若
い
娘
た
ち
に
も
し
ば
し
ば
男
性
が
近
付
い
て

い
る
。
風
俗
画
は
当
時
の
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
し
た
も
の
と
は
言
え

な
い
が
、
娘
た
ち
は
今
や
男
性
が
近
付
い
た
り
求
愛
し
た
り
で
き
る
所
に
い

る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
状
況
に
即
し
て
、
娘

た
ち
と
手
仕
事
を
め
ぐ
る
風
俗
画
の
主
題
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
意
味
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方
向
を
め
ざ
し
て
構
想
さ
れ
る
。
一
つ
は
旧
来
の
モ
ラ
ル
の
延
長
線
上
に
あ

り
、
屋
内
で
一
人

0

0

手
仕
事
に
勤
し
む
娘
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
の
自0

発
的
な

0

0

0

「
純
潔
」
の
保
持
を
示
唆
す
る
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
手
仕
事
に

勤
し
む
娘
が
近
付
い
て
き
た
男
性
の
（
時
に
は
金
貨
に
よ
る
）
誘
惑
に
曝

さ
れ
る
姿
を
描
く
も
の
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
手
仕
事
で
つ
ま
し
い
生

活
費
を
稼
ぐ
娘
が
「
純
潔
」（
処
女
性
）
を
保
持
し
て
自
発
的
に
誘
惑
を
却

け
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
二
六
。
こ
の
画
題
は
後
に
よ
り
洗
練
さ
れ
た
文

脈
に
も
敷
衍
さ
れ
、
近
付
い
て
く
る
男
性
の
求
愛

0

0

を
求
婚

0

0

に
導
く
た
め
に

〈
つペ
ト
ラ
ル
キ
ズ
ム

れ
な
い
態
度
〉
で
手
仕
事
へ
の
没
頭
を
装
う
娘
の
姿
も
描
か
れ
た
（
こ

の
場
合
も
娘
た
ち
は
自
発
的
に
「
純
潔
」
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。

そ
し
て
最
後
に
、
集
中
の
途
切
れ
た
手
仕
事
、
つ
ま
り
娘
た
ち
が
手
仕
事
を

膝
に
載
せ
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
脇
に
置
い
た
ま
ま
恋
の
思
い
に
気
を
取
ら
れ

て
い
る
様
子
を
描
く
も
の
二
七
。
手
仕
事
の
中
断
は
そ
の
ま
ま
モ
ラ
ル
の
中

断
を
意
味
す
る
。
当
時
若
い
人
々
を
熱
中
さ
せ
て
い
た
恋ア
モ
ルの

力
は
こ
う
し
て

伝
統
的
な
手
仕
事
モ
ラ
ル
に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
し
、
娘
た
ち
が
対
立
す
る
力

の
間
で
葛
藤
し
試
練
に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
近
代
小
説
的
な
設
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

定
の
萌
芽

が
こ
こ
に
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　（
五
）
針
と
ペ
ン
（
手
仕
事
と
書
く
こ
と
）

　

十
八
世
紀
に
な
る
と
糸
車
は
す
っ
か
り
農
村
部
に
追
い
や
ら
れ
、
都
市
の

娘
た
ち
に
教
え
ら
れ
る
手
仕
事
は
実
用
的
な
縫
い
物
や
上
品
な
手
芸
が
一
般

的
に
な
っ
た
。
縫
い
物
は
貧
し
い
娘
た
ち
に
と
っ
て
も
糸
紡
ぎ
よ
り
有
利
な

技
術
だ
っ
た
。
孤
児
に
な
っ
た
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
は
市ま
ち

の
委
託
で
預
け

ら
れ
た
善
良
な
婦
人
か
ら
縫
い
物
を
習
い
、
十
二
に
も
な
ら
な
い
う
ち
か
ら

上
手
に
細
工
も
の
を
作
り
、
針
仕
事
で
自
分
の
生
活
を
賄
う
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
二
八
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
描
く
と
こ
ろ
の
田
舎

教
師
の
娘
パ
ミ
ラ
も
、
亡
く
な
っ
た
お
屋
敷
の
奥
様
に
教
え
ら
れ
て
針
仕
事

の
万
端
を
身
に
付
け
た
小
間
使
い
で
あ
り
、
日
常
的
な
衣
類
一
式
の
仕
立
て

か
ら
装
飾
的
な
縫
い
取
り
ま
で
す
べ
て
上
手
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
、
彼
女
を
追
い
回
す
新
し
い
御
主
人
ミ
ス
タ
ー
Ｂ
か
ら
逃
れ
て
田
舎
に

帰
ろ
う
と
決
心
す
る
際
に
は
、
生
計
の
手
段
と
し
て
こ
の
針
仕
事
の
内
職
を

夢
想
し
て
い
る
二
九
。
十
七
世
紀
の
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
の
系
統
を
引
く

奔
放
な
性
格
の
モ
ル
と
は
異
な
り
、パ
ミ
ラ
は
ミ
ス
タ
ー
Ｂ
の
金
銭
に
よ
る
、

甘
言
に
よ
る
、
そ
し
て
挙
げ
句
の
果
て
に
実
力
行
使
に
及
ば
ん
と
す
る
誘
惑

に
対
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
の
よ
う
に
、
手
仕
事
の
寓
意
で
あ
る
「
純
潔
」

を
死
守
し
よ
う
と
す
る
。
彼
女
の
「
純
潔
」
は
も
う
一
つ
の
手
仕
事
、
つ
ま

り
手
紙
を
書
く
と
い
う
手
仕
事
（
テ
ク
ス
ト
＝
〈
機
織
り
〉
の
産
物
）
に
よ
っ

て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
奇
妙
な
娘
は
、
危
機
に
曝
さ
れ
続
け
る
状
況

を
細
々
と
両
親
に
報
告
す
る
手
紙
を
書
き
続
け
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
織
り

続
け
る
行
為
が
自
身
の
「
純
潔
」
に
つ
い
て
の
反
省
を
促
し
、
状
況
認
識
を

深
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
彼
女
の
「
純
潔
」
が
保
全
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
風
俗
画
の
モ
ラ
ル
の
見
事
な
小
説
化
と
も
言
え
る
だ
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ろ
う
。

　

さ
ら
に
同
じ
作
家
が
造
型
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
精
神
の
化
身
ク
ラ
リ
ッ

サ
も
ま
た
、「
あ
ら
ゆ
る
仕
事
の
な
か
で
、
針0

の
次
に
は
ペ
ン

0

0

が
（the pen, 

next to the needle

）
女
性
の
資
質
に
最
も
か
な
っ
た
仕
事
」
だ
と
常
に
語

り
、
親
し
み
と
気
品
に
あ
ふ
れ
た
手
紙
が
、
比
類
な
く
巧
み
な
縫
い
物
（
細

工
も
の
）
と
共
に
彼
女
の
女
性
と
し
て
の
卓
越
性
を
示
す
代
表
的
な
技
能
と

さ
れ
て
い
る
三
〇
。
倹
約
や
家
政
の
能
力
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
理
想
の
女
性
」

像
に
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
こ
れ
ら
二
人
の
女

主
人
公
の「
純
潔
」を
針
と0

ペ
ン
に
よ
っ
て
、つ
ま
り
針（
物
理
的
な
手
仕
事
）

だ
け
で
は
足
り
ず
に
ペ
ン
（
精
神
的
な
手
仕
事
）
と
結
び
付
け
て
表
象
さ
せ

よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
娘
の
「
純

潔
」
の
保
持
が
も
は
や
硬
直
し
た
寓
意
表
象
の
み
に
よ
っ
て
は
叶
わ
ず
、
孤

独
な
環
境
で
書
く
行
為
が
要
求
す
る
不
断
の
内
的
活
動

0

0

0

0

0

0

0

、
不
断
の
内
省

0

0

0

0

0

（
良

心
の
自
発
的
・
主
体
的
チ
ェ
ッ
ク
）三
一
に
よ
っ
て
初
め
て
完
璧
に
実
現
さ
れ

う
る
と
す
る
作
家
の
認
識
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
女
性
が
手
紙
を
「
書
く
」
こ

と
に
高
い
価
値
を
置
き
な
が
ら
、そ
れ
と
表
裏
一
体
の
行
為
で
あ
る
「
読
む
」

こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
女
性
の
美
徳
を
兼
ね
備

え
た
ク
ラ
リ
ッ
サ
の
日
常
生
活
に
は
聖
書
以
外
の
「
読
書
」
は
登
場
し
な
い

の
で
あ
る
。「
書
く
こ
と
」
と
「
読
む
こ
と
」
の
こ
の
不
均
衡
の
背
後
に
は

お
そ
ら
く
、
既
に
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
物
語
や
小
説
が
娘

た
ち
に
及
ぼ
す
弊
害
（
と
く
に
色ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル

恋
沙
汰
の
危
険
）
に
つ
い
て
の
伝
統
的
言

説
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は
十
八
世
紀
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
ル

ソ
ー
の
書
簡
体
小
説
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（
一
七
六
一
年
）〈
序
〉
に
も
顕
著

に
見
ら
れ
三
二
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
リ

チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
「
書
く
」
行
為
に
込
め
た
意
味
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
精
神

の
浸
透
と
と
も
に
ま
す
ま
す
声
高
に
な
っ
て
い
く
「
純
潔
」
モ
ラ
ル
の
文
脈

に
沿
っ
た
あ
る
種
の
隠メ
タ
フ
ァ喩

と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
純
潔
」
を

め
ぐ
る
攻
防
に
お
い
て
常
に
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
娘
た
ち
に
と
っ
て
、「
書

く
こ
と
」
は
手
仕
事
に
集
中
す
る
こ
と
と
同
様
に
、い
や
そ
れ
よ
り
も
一
層
、

自
覚
的
で
強
固
な
防
壁
に
な
り
う
る
、
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
三
三
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
手
仕
事
と0

ペ
ン
、
こ
の
並
列
と
等
価
的
同
置
は
、
古
来

手
仕
事
に
付
加
さ
れ
て
き
た
モ
ラ
ル
や
寓
意
の
意
味
を
必
然
的
に
多
義
化
し

曖
昧
に
す
る
結
果
を
も
招
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
れ
ら

の
モ
ラ
ル
を
手
仕
事
と
結
び
付
け
て
推
奨
し
て
き
た
男
性
自
身
が
、内
省
的
・

心
理
主
義
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
こ
の
世
紀
の
経
過
と
と
も
に
、
手
仕
事
に

携
わ
る
女
性
の
動
機
や
心
裡
を
現
実
に
即
し
て
よ
り
精
密
に
観
察
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
手
仕
事
は
生
活
の
た
め
、
自
体
的
楽
し
み
や
社

交
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
女
ら
し
さ
や
婦
徳
の
装
い

0

0

の
た
め
等
々

と
、
心
中
深
く
踏
み
込
ん
だ
描
写
が
近
代
小
説
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
定

着
す
る
の
で
あ
る
。
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（
六
）
手
仕
事
の
〈
モ
ラ
ル
〉
と
〈
楽
し
み
〉

　

長
く
〈
糸
紡
ぎ
〉
に
託
さ
れ
て
き
た
女
性
の
一
般
的
な
勤
労
モ
ラ
ル
は
、

十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
編
み
物
（
毛
糸
編
み
）
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
縫
い
物
と
並
ん
で
編
み
物
は
装
飾
よ
り
も
実
用
に
向
く
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
、
暇
を
惜
し
ん
で
家
族
に
必
要
な
物
を
編
む
こ
と
は
〈
従
順
〉

の
美
徳
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
〈
時
は
金
な
り
〉
の
実
践
に
最
も
適
し
て
い

た
。
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
描
か
れ
る
手
仕
事
は
、『
ア
ダ
ム
・
ビ
ー
ド
』

の
ポ
イ
ザ
ー
夫
人
の
よ
う
に
厳
格
に
家
庭
を
管
理
で
き
る
女
性
の
、
歩
き
な

が
ら
も
手
離
す
こ
と
の
な
い
仕
事
と
も
な
れ
ば
三
四
、『
虚
栄
の
市
』
の
ク
ロ
ー

リ
卿
夫
人
や
オ
ズ
バ
ン
嬢
の
よ
う
に
才
能
も
意
見
も
無
く
、か
と
い
っ
て「
馬

鹿
な
女
に
よ
く
あ
る
よ
う
な
心
の
頑
固
さ
」三
五
も
持
ち
合
せ
な
い
従
順
な
妻

や
ス
ピ
ン
ス
タ
ー
三
六
に
と
っ
て
、
体
裁
の
繕
え
る
手
遊
び
と
も
な
り
得
て

い
る
。

　

ヨ
ハ
ン
・
ベ
ッ
ク
マ
ン
は
一
七
八
○
年
か
ら
二
十
五
年
間
か
け
て
記
し

た
『
西
洋
事
物
起
源
』
で
、
編
み
物
を
す
る
女
性
は
「
無
駄
に
費
や
す
時
間

の
使
い
方
」
を
知
っ
て
い
る
と
称
え
た
。
編
み
物
は
「（
…
）
会
話
を
妨
げ

ず
、
気
を
散
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
、
空
想
に
ふ
け
り
な
が
ら
仕
事
を
す
る
こ

と
も
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
三
七
。
こ
の
発
見
の
中
で
彼
が
強
調
し
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
仕
事
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
勤
勉
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
一
方
で
従
来
戒
め
ら
れ
て
き
た
「
お
し
ゃ
べ
り
」、「
空
想
」
が
容

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
三
八
。「
賢
明
な
編
み
手
な
ら
、
自
分

が
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
、
編
み
物
を
し

な
が
ら
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
、
手
仕
事
が
ゴ
シ
ッ
プ

の
場
と
な
り
得
る
こ
と
さ
え
も
示
唆
し
て
い
る
。
中
世
以
来
「
よ
く
聞
き
、

決
し
て
考
え
な
い
」
従
順
さ
を
養
う
も
の
と
し
て
女
性
に
手
仕
事
を
課
し
て

き
た
の
は
男
性
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
同
じ
く
男
性
に
よ
っ
て
、「
お
し
ゃ

べ
り
」
や
「
空
想
」
が
手
仕
事
に
付
き
物
で
あ
り
、
互
い
を
妨
げ
る
も
の
で

な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
編
み
物
や
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
な
ど
の
単
純
な
縫
い
物
は
、
女
性
同
士

が
集
ま
っ
て
「
お
し
ゃ
べ
り
」
し
な
が
ら
行
う
の
に
都
合
の
よ
い
手
仕
事

だ
っ
た
。『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』
で
は
、
醜
聞
を
種
に
、
頻
繁
に
お
茶
の
集
ま

り
を
開
い
て
は
、「
主
婦
も
、
未
亡
人
も
、
独
身
婦
人
も
、
手
仕
事
を
携
え

て
」三
九
出
か
け
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
集
ま
り
は
十
九
世
紀

半
ば
頃
に
は
、手
仕
事
と
食
べ
物
を
持
ち
寄
っ
て
楽
し
む
ソ
ー
イ
ン
グ･

ビ
ー

と
し
て
非
常
に
盛
ん
に
な
り
、
女
性
同
士
の
交
際
自
体
に
主
体
が
置
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
背
景
に
は
産
業
化
に
よ
る
価
値
世
界
の
男
女
二
分
化―

―

資
本
主
義
的
価
値
観
に
基
づ
く
男
性
の
領
域
〈
世ワ

ー
ル
ド間

〉
と
、
キ
リ
ス
ト
教

的
価
値
観
に
基
づ
く
女
性
の
領
域
〈
家ホ
ー
ム庭

〉四
〇―

―

が
あ
っ
た
。
女
性
た
ち

は
高
潔
を
守
る
と
い
う
宗
教
的
使
命
を
共
通
目
標
に
掲
げ
、互
い
に
よ
い〈
家

庭
〉
作
り
を
目
指
し
て
連
帯
し
た
。
持
ち
運
び
で
き
る
簡
易
性
を
備
え
た
手

仕
事
は
、
集
ま
っ
て
行
う
の
に
都
合
の
よ
い
家
事
の
材
料
で
あ
っ
た
。
ビ
ー

は
た
と
え
そ
の
内
実
が
ゴ
シ
ッ
プ
の
場
で
あ
っ
て
も
、
手
仕
事
に
結
び
付
け
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ら
れ
た
モ
ラ
ル
と
女
性
の
領
域
の
神
聖
視
ゆ
え
に
世
間
に
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
、
女
性
た
ち
自
身
に
と
っ
て
は
モ
ラ
ル
実
践
の
満
足
感
と
お
し
ゃ
べ
り
の

楽
し
み
が
同
時
に
得
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
流
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

と
は
い
え
、
ビ
ー
、
と
り
わ
け
新
開
地
ア
メ
リ
カ
の
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ビ
ー

は
、
お
し
ゃ
べ
り
の
場
だ
け
で
な
く
、
女
性
同
士
の
絆
を
深
め
る
貴
重
な
場

で
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ビ
ー
で
は
婚
礼
の
贈

物
や
、
開
拓
地
へ
移
住
し
て
い
く
二
度
と
会
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
友
へ
の

贈
物
が
共
同
で
縫
い
上
げ
ら
れ
た
。
キ
ル
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
寄
っ
た
端

切
れ
を
み
ん
な
で
一
針
一
針
縫
い
合
わ
せ
、
時
に
は
そ
こ
に
署
名
や
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
入
れ
て
作
ら
れ
る
。
布
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
は
ま
さ
に
一
人

一
人
の
思
い
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
フ
レ

ン
ド
シ
ッ
プ
・
キ
ル
ト
は
、
新
し
い
生
活
に
踏
み
出
し
た
女
性
に
と
っ
て
は
、

実
用
の
機
能
以
上
に
故
郷
や
仲
間
を
思
い
出
す
た
め
の
大
切
な
も
の
と
な
っ

た
。

　

一
方
、
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
「
上
品
な
生
活
を
送
る
運
命
に
あ
っ
た
若
い
婦
人

の
教
養
の
一
つ
」
と
見
な
し
、「
他
に
自
分
の
時
間
を
使
う
こ
と
も
な
い
修

道
女
や
金
持
の
婦
人
達
が
」四
一
携
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
レ
ー
ス
編
み
や
刺

繍
は
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
中
産
層
の
娘
た
ち
に
と
っ
て
一
種
の
ス
テ
イ

タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。『
虚
栄
の
市
』
の
ア
ミ
ー
リ
ャ
は
商

人
の
娘
な
が
ら
「
恋
人
と
睦
ま
じ
く
語
り
合
っ
た
り
、
モ
ス
リ
ン
の
襟
に
刺

繍
を
し
た
り
し
て
日
を
暮
し
て
い
る
」四
二
。
父
母
は
娘
を
良
家
に
嫁
が
せ
る

た
め
に
女
塾
へ
通
わ
せ
る
が
、
そ
こ
で
教
え
ら
れ
る
も
の
は
音
楽
、
舞
踏
そ

し
て
諸
種
の
刺
繍
な
の
で
あ
る
。

　

ど
こ
の
家
の
娘
が
誰
と
結
婚
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
手
仕
事
の
集
ま
り
で

の
恰
好
の
話
題
と
な
っ
た
が
、
噂
さ
れ
る
娘
た
ち
自
身
に
と
っ
て
も
結
婚
は

最
大
の
関
心
事
で
、「
や
り
か
け
の
刺
繍
を
膝
に
の
せ
て
、
た
め
ら
い
が
ち

な
も
の
憂
い
様
子
で
、
じ
っ
と
そ
れ
を
見
」四
三
な
が
ら
思
う
こ
と
は
結
婚
相

手
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
風
俗
画
に
描
か
れ
た
若
い
娘
た

ち
の
恋
は
よ
り
大
胆
に
な
り
、
彼
女
た
ち
が
手
仕
事
を
し
な
が
ら
楽
し
む

お
し
ゃ
べ
り
の
相
手
に
は
直
接
恋
人
が
選
ば
れ
て
い
る
。『
フ
ロ
ス
河
の
水

車
場
』
で
は
刺
繍
す
る
ル
ー
シ
ー
の
傍
ら
で
ゲ
ス
ト
商
会
の
御
曹
司
が
鋏
を

渡
し
た
り
歌
を
歌
っ
た
り
し
な
が
ら
語
り
か
け
る
。
あ
る
い
は
、
訪
ね
て
来

た
恋
人
と
顔
を
合
わ
せ
る
の
を
恥
じ
ら
い
、
目
は
手
元
の
手
仕
事
に
や
り
な

が
ら
も
、
口
は
お
し
ゃ
べ
り
を
続
け
て
い
る
娘
も
描
か
れ
る
。
手
仕
事
は
恋

人
と
二
人
き
り
で
過
ご
し
て
い
る
事
実
を
帳
消
し
に
す
る
口
実
で
も
あ
る
か

の
よ
う
に
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
娘
た
ち
の
純
潔
を
保
証
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
手
仕
事
＝
「
炉
辺
の
つ
と
め
」四
四
が
こ
こ
で
は
恋
を

支サ
ポ
ー
ト

え
る
も
の
に
成
り
代
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
勤
労
モ
ラ
ル
に
従
う
勤
勉

で
慎
ま
し
い
姿
を
装
っ
て
、
女
性
に
異
性
と
語
り
合
う
楽
し
み
を
も
提
供
し

た
の
で
あ
る
。
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（
七
）
日
本
に
お
け
る
西
欧
の
手
仕
事
の
受
容

　

西
欧
の
手
仕
事
は
、
日
本
に
近
代
化
の
一
環
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
衣
」
に
ま
つ
わ
る
手
仕
事
は
、
日
本
に
お
い
て

も
女
の
た
し
な
み
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。「
女
大
学
」四
五
の
系
譜
に

は
女
の
手
仕
事
の
重
要
性
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
七
一
○
年
に
貝
原

益
軒
が
著
し
た
「
女
子
を
教
ゆ
る
法
」
の
第
七
条
に
は
、「
婦
功
」
と
は
「
ぬ

い
物
を
し
、
紡う

み
、
績つ

む

ぎ
を
し
、
衣
服
を
と
と
の
え
」
る
こ
と
と
あ
る
。
婦

功
は
女
功
（
女
紅
）
と
も
表
現
さ
れ
、
女
性
の
身
に
つ
け
る
べ
き
手
わ
ざ
の

こ
と
を
指
す
。
衣
服
全
般
に
関
わ
る
仕
事
を
女
の
た
し
な
み
と
し
て
強
調
す

る
教
え
は
、一
八
三
六
年
の
柏
原
清
右
衛
門
、小
川
彦
九
郎
編「
女
大
学
宝
箱
」

を
経
て
、
明
治
に
入
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
た
。
一
八
七
四

年
の
高
田
義
甫
著
「
女
訓
」
第
二
十
四
条
で
は
「
生
物
識
り
な
る
女
は
、
縫

針
、
養
蚕
、
紡
ぎ
織
り
・
割
烹
な
ど
の
こ
と
を
賤
し
き
事
の
よ
う
に
云
い
な

し
て
、
習
わ
ざ
る
も
の
あ
」
る
が
、「
開
け
し
国
々
の
女
」
は
み
な
こ
れ
を

学
ん
で
嫁
入
り
す
る
、
つ
ま
り
手
仕
事
は
開
化
国
の
女
性
の
た
し
な
み
な
の

だ
と
示
唆
し
て
い
る
。
日
本
的
な
婦
徳
が
従
来
の
説
得
力
を
失
い
始
め
た
時

代
に
、
手
仕
事
が
西
欧
に
お
い
て
も
婦
徳
と
さ
れ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出

し
て
そ
れ
を
正
当
化
し
補
強
し
よ
う
と
す
る
こ
の
論
法
は
、
既
に
一
種
の
欧

化
主
義
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
後「
女
大
学
」は「
近
世
女
大
学
」（
一
八
七
四

年
）、
土
居
光
華
「
文
明
論
女
大
学
」（
一
八
七
六
年
）
に
至
る
ま
で
依
然
と

し
て
手
仕
事
を
女
性
の
た
し
な
み
と
し
て
強
調
し
つ
つ
、「
西
洋
縫
機
器
図
」

（
ミ
シ
ン
）
を
紹
介
す
る
な
ど
、
随
所
で
西
洋
に
つ
い
て
触
れ
始
め
る
の
で

あ
る
。

　

西
欧
の
手
仕
事
の
技
法
は
、
明
治
四
年
に
ヘ
ボ
ン
が
横
浜
居
留
地
で
塾
を

開
き
語
学
及
び
編
み
物
を
教
え
た
の
を
皮
切
り
に
、
こ
の
ヘ
ボ
ン
の
塾
の
女

子
部
か
ら
出
発
し
た
キ
ダ
ー
の
塾
（
後
の
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
）
を
始
め
と
し

て
、
主
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
系
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
で
、
英
学
と
セ
ッ

ト
に
し
て
教
授
さ
れ
た
四
六
。
宣
教
師
達
は
英
米
の
女
学
校
に
倣
っ
て
王
女

会
（K

ing ’s D
aughters ’ Society

）四
七
と
呼
ば
れ
る
受
洗
者
達
の
自
治
会
を

設
置
し
、
金
曜
日
の
夜
に
教
師
や
女
学
生
達
が
集
ま
っ
て
、
慈
善
事
業
の
資

金
を
得
る
た
め
の
洋
裁
や
編
み
物
な
ど
の
手
仕
事
を
行
う
こ
と
を
教
え
た
。

十
人
を
一
組
と
し
て
各
組
ご
と
に
毎
週
の
成
果
を
報
告
さ
せ
た
り
、
貧
困
者

た
め
の
救
済
・
教
育
機
関
で
あ
る
孤
児
院
や
日
曜
学
校
の
運
営
を
王
女
会
会

員
に
任
せ
て
自
負
心
を
持
た
せ
た
り
す
る
や
り
方
に
よ
っ
て
、
女
学
生
は
互

い
に
連
帯
し
競
争
し
な
が
ら
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
手
仕
事
に
励
む
習
慣
を
身

に
付
け
た
。
宣
教
師
は
西
洋
の
手
仕
事
を
教
え
る
際
、
そ
の
合
理
性
も
説
い

た
。
時
間
を
短
縮
で
き
る
ミ
シ
ン
縫
い
や
、
こ
ま
め
に
取
り
替
え
て
洗
い
衛

生
的
に
使
用
す
る
た
め
の
リ
ネ
ン
類
や
下
着
の
製
法
を
授
け
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
「
女
大
学
」
に
お
い
て
は
、
女
性
が
紡
み
・
績
ぎ
・
縫
い
物
を
し

自
ら
の
衣
服
を
き
れ
い
に
調
え
る
こ
と
は
、
身
を
固
く
慎
む
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
。
ま
た
夫
や
舅
姑
に
仕
え
て
家
を
盛
り
立
て
存
続
さ
せ
よ
と
の
教
え

は
、
女
性
が
家
族
の
衣
服
を
調
え
る
だ
け
で
な
く
、
家
計
の
一
助
と
す
る
た
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め
の
手
仕
事
を
休
み
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
針
供
養
や
裁
衣
に
吉
日
を
選
ぶ
慣
習
に
み
る
よ
う
に
、
道
具
ば
か
り
で

な
く
裁
縫
と
い
う
手
仕
事
そ
の
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
て
も
い
た
。
そ
れ
ほ
ど

に
縫
い
物
は
女
性
が
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
厳
し
い
仕
事
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
西
欧
の
手
仕
事
に
託
さ
れ
た
〈
貞
淑
〉
や
〈
勤
労
〉
の
モ
ラ
ル
が

日
本
の
女
学
生
た
ち
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
土
壌

が
存
在
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
西
洋
風
の
信
仰
に
基
づ
く
慈
善
活
動

や
合
理
性
な
ど
初
め
て
出
会
う
も
の
へ
の
好
奇
心
と
憧
れ
も
手
伝
っ
て
、
彼

女
た
ち
は
手
仕
事
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
実
践
に
熱
心
に
取
り
組
ん

だ
。

　

信
仰
を
共
に
す
る
娘
た
ち
が
集
ま
っ
て
行
う
手
仕
事
は
、
日
本
の
縫
い
物

で
は
体
験
し
得
な
か
っ
た〈
楽
し
み
〉を
伴
っ
て
い
た
。そ
れ
は
後
に
な
っ
て
、

「
晴
れ
や
か
な
心
持
で
、
先
生
方
も
、
小
さ
い
生
徒
も
、
全
く
一
つ
心
に
な

り
切
っ
て
働
く
、
こ
の
夕
べ
の
楽
し
い
仕
事
会
！
」四
八
「
静
か
な
談
笑
裡
に
、

或
は
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
人
形
の
衣
服
編
み
物
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
忙
し
く
手
を
働

か
せ
つ
つ
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
」四
九
な
ど
と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
女
学
生
た
ち
の
心
は
次
第
に
モ
ラ
ル
よ
り
も
そ
の
実
践
方
法
そ
の
も
の

に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
初
期
の
女
学
生
に
士
族
出
身

の
娘
た
ち
が
多
か
っ
た
こ
と
も
、
手
仕
事
の
集
ま
り
の
魅
力
を
倍
加
さ
せ
た

だ
ろ
う
。
十
二
三
歳
に
な
っ
た
武
家
の
娘
た
ち
が
師
匠
の
元
で
す
る
そ
れ
ま

で
の
裁
縫
の
稽
古
で
は
、
複
数
で
集
ま
っ
て
も
お
し
ゃ
べ
り
の
楽
し
み
は
与

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
女
大
学
」
は
多
言
を
戒
め
て
い
た
か
ら
、「
一
日

ろ
く
に
口
も
き
か
ず
に
せ
っ
せ
と
針
を
動
か
」五
〇
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年
フ
ェ
リ
ス
女
学
校
に
入
学
し
て
王
女
会
で
奉
仕
活

動
に
打
ち
込
み
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
編
み
棒
を
持
っ
た
相
馬
黒
光
も
、
手
仕
事

の
場
の
楽
し
み
に
強
く
惹
か
れ
た
娘
た
ち
の
一
人
だ
っ
た
五
一
。
安
息
日
に

仕
事
す
る
こ
と
を
咎
め
ら
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
興
味
を
失
っ
て
い
く
黒
光

の
例
に
見
る
よ
う
に
、
宗
教
的
モ
ラ
ル
を
支
え
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た

西
洋
風
の
手
仕
事
は
、
時
に
宣
教
師
の
意
図
に
反
し
て
宗
教
か
ら
の
離
叛
を

も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
五
二 

。

　

勿
論
、日
本
の
縫
い
物
に
も
全
く〈
楽
し
み
〉が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
二
十
年
代
、
女
性
の
姿
を
細
や
か
に
描
い
た
樋
口
一
葉
の
作
品
に
は
、

〈
縫
い
物
を
す
る
女
〉が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。『
経
づ
く
ゑ
』の
お
園
や『
別

れ
霜
』
の
お
高
な
ど
若
い
娘
達
が
針
仕
事
に
身
を
入
れ
る
理
由
は
、
思
慕
す

る
男
性
の
良
き
妻
に
な
り
た
い
と
い
う
主
体
的
な
決
意
に
あ
る
。
一
葉
自
身

は
、「
針
仕
事
に
て
も
学
ば
せ
」
ん
と
す
る
母
の
意
見
に
よ
っ
て
「
死
ぬ
斗ば
か
り」

悲
し
い
思
い
で
学
校
を
諦
め
五
三
、
そ
の
後
は
生
計
の
た
め
の
仕
立
て
内
職

が
手
放
せ
な
か
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
「
針
と0

ペ
ン
」
の
幸
福
な
両
立
は
あ

り
え
ず
、「
ペ
ン
」
に
専
念
で
き
な
い
生
活
に
苦
し
ん
だ
が
、
日
記
に
律
儀

に
記
さ
れ
る
「
裁
縫
を
な
す
」「
衣
縫
う
」
な
ど
の
文
字
か
ら
は
、
多
く
の

時
間
を
割
い
た
手
仕
事
が
一
葉
に
と
っ
て
嫌
悪
ば
か
り
で
な
い
、
あ
る
種
の

諦
め
と
愛
着
が
入
り
交
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
一
葉
は
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日
記
で
度
々
、
思
い
を
寄
せ
て
い
た
師
、
桃
水
の
服
装
に
触
れ
て
い
る
。
古

び
た
二
子
の
袷
、
美
事
な
羽
織
袴
、
そ
し
て
洋
装
の
時
も
あ
る
。
一
葉
は
自

ら
作
品
に
書
い
た
娘
た
ち
の
よ
う
に
、
思
慕
す
る
男
性
の
衣
服
を
仕
立
て
る

生
活
を
夢
想
し
な
が
ら
針
を
運
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
婦
女

の
ふ
む
べ
き
道
ふ
ま
ば
や
と
ね
が
へ
ど
、
そ
も
成
難
く
、
さ
は
と
て
、
を
の

子
の
お
こ
な
ふ
道
、
ま
し
て
、
伺
ひ
し
る
べ
き
に
し
も
あ
ら
ず
か
し
。」五
四

と
の
葛
藤
に
は
、
自
分
に
も
あ
る
い
は
夫
の
た
め
に
衣
を
調
え
る
人
生
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
一
葉
の
心
が
現
れ
て
い
る
。
縫
い
物
は
独
り

で
秘
め
た
恋
と
向
き
合
う
楽
し
み
を
伴
っ
て
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
開
化

の
時
代
に
「
ペ
ン
」
で
立
つ
こ
と
を
志
し
た
一
葉
は
、
生
活
の
必
要
が
強
い

た
「
針
」（
縫
い
物
）
の
伝
統
的
な
観
念
連
合
の
枠
内
で
テ
ク
ス
ト
を
紡
い

で
い
る
が
、
同
じ
時
代
に
女
学
校
に
通
い
西
洋
風
の
手
仕
事
を
習
い
覚
え
た

娘
た
ち
は
、
後
に
次
第
に
宗
教
的
モ
ラ
ル
を
脱
色
し
つ
つ
、
遠
い
異
国
へ
の

憧
憬
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　（
八
）「
編あ

み

て
飾
ら
ん
」

　

日
本
の
女
性
た
ち
の
目
は
、
西
欧
の
手
仕
事
が
生
み
出
す
細
工
物
の
美
し

さ
へ
も
向
け
ら
れ
た
。
宣
教
師
た
ち
も
「
高
貴
な
」
婦
人
た
ち
が
細
工
物
を

習
い
た
が
る
こ
と
に
着
目
し
、
布
教
の
一
手
段
と
し
て
、
聖
書
を
読
む
時
間

を
設
け
る
の
と
引
き
換
え
に
こ
れ
を
授
け
た
五
五
。
西
欧
の
手
仕
事
は
今
や

キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
い
て
女
学
生
以
外
に
も
広
ま
っ
て
い
た
。

　

明
治
十
九
年
十
月
、
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
有
志
の
集
ま
り
を
母
体
と
す

る
「
婦
人
あ
み
も
の
会
」
が
発
会
す
る
五
六
。
会
主
は
東
京
婦
人
矯
風
会
を

始
め
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
様
々
な
社
会
運
動
を
行
っ
て
き
た
佐
々
城
豊

寿
で
あ
る
。
発
会
式
は
作
品
の
展
示
、
唱
歌
、
風
琴
な
ど
で
盛
り
上
が
っ
た

様
子
が
新
聞
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
会
で
歌
わ
れ
た
豊
寿
の
選
に
よ
る

「
紅あ
み
も
の
か
い

網
会
の
歌
」
の
内
容
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　
（
一
）
友
の
交
り
厚
う
せ
よ

　
　

 

編
め
よ
羊
の
毛
よ
り
糸
、
座
敷
の
飾
り
身
の
飾
り
、
編

あ
み
あ
や
ま
り

過
は
解と

き
な
お
せ改、

永

く
結
ば
ん
愛
の
友
。

　
（
二
）
国
の
文
明
を
飾
れ

　
　

 

経た
て

に
紅
、
緯よ

こ

緑
、
柳
も
花
も
打
混
て
、
都
の
天そ

ら

を
綾
錦
、
編
て
飾
ら
ん

糸
の
友
。

　
（
三
）
智
識
を
拡
め
よ

　
　

 

見み
よ

や
心
の
霊は

た
ら
き動

を
、
唯
一
線
の
糸
な
れ
ど
、
綾
取
る
数
ぞ
限
り
な
し
、

学
べ
励
め
よ
文
の
友
。五
七

　

こ
こ
に
は
、
手
仕
事
を
通
し
た
「
友
の
交
わ
り
」
や
、
編
み
物
と
英
学
を

セ
ッ
ト
で
教
え
て
女
子
の
「
智
識
」
向
上
を
図
っ
た
宣
教
師
た
ち
の
精
神
な

ど
、
近
代
日
本
に
導
入
さ
れ
た
西
欧
風
手
仕
事
の
特
色
が
端
的
に
現
れ
て
い

る
が
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
「
座
敷
の
飾
り
身
の
飾
り
」、「
文
明

を
飾
れ
」、「
編
て
飾
ら
ん
糸
の
友
」
な
ど
「
飾
る
こ
と
」
へ
の
躊
躇
の
な
い

肯
定
で
あ
る
。
質
素
堅
実
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
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「
身
の
飾
り
」
と
い
う
考
え
方
は
な
い
。
女
学
校
で
教
え
ら
れ
た
手
芸
や
知

識
も
文
明
を
「
飾
る
」
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
歌
で

は
、
編
み
物
が
「
座
敷
」
と
「
身
」
を
、
そ
し
て
「
都
の
天
」
を
飾
る
も
の

と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
西
欧
か
ら
伝
わ
っ
た
編
み
物
が
こ
こ
で
信
仰
の

文
脈
を
離
れ
、
西
欧
の
香
り
を
伝
え
る
華
や
か
な
装
飾
品
と
し
て
、
ま
た
女

性
た
ち
が
絆
を
深
め
る
手
段
と
し
て
、
日
本
の
女
性
た
ち
に
受
容
さ
れ
て
い

る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　

明
治
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
編
み
物
の
指
導
書
『
毛
糸
編
み
物
独
案
内
』

で
も
、
編
み
物
は
「
優
美
清
潔
な
る
好
手
芸
」五
八
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
。
同

じ
頃
、
小
説
に
も
〈
編
み
物
を
す
る
女
〉
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

書
か
れ
た
女
学
生
が
登
場
す
る
小
説
は
ま
だ
「
日
本
的
女
性
」
の
勝
利
、「
欧

化
主
義
の
女
性
」
の
敗
北
と
い
う
図
式
の
枠
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
ひ
と
つ
、
三
宅
花
圃
『
藪
の
鶯
』五
九
で
「
日
本
的
女
性
」
秀
子
に
与
え
ら

れ
る
唯
一
の
近
代
的
要
素
が
編
み
物
で
あ
っ
た
。
饗
庭
篁
村
『
窓
の
月
』六
〇

で
は
、
幼
馴
染
み
を
慕
っ
て
裁
縫
の
稽
古
に
精
を
出
す
娘
と
、
伴
侶
と
し
て

は
で
き
れ
ば
「
縫
取
編
み
物
」
の
嗜
み
が
あ
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
学
校
出
の

男
性
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
『
他
山
の
石
』六
一
に
は
、
思
慕
す
る
男
性
の
母

親
に
手
袋
を
編
ん
で
贈
る
娘
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
登
場
す
る
西

欧
風
手
仕
事
を
身
に
付
け
た
娘
た
ち
が
同
時
に
和
歌
や
漢
学
な
ど
伝
統
的
な

教
養
を
持
つ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
学
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
エ
リ
ー
ト
男
性
に
相
応
し
い
と
さ
れ
る
女

性
の
持
つ
べ
き
資
質
が
西
欧
風
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
編
み
物
は
あ
く
ま
で
舶
来
の
添
え
物
的
「
嫁
入
り
道
具
」、「
身
の

飾
り
」
で
あ
り
、西
欧
で
は
刺
繍
や
レ
ー
ス
編
み
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

日
本
に
お
け
る
一
種
の
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

西
欧
風
手
仕
事
が
モ
ラ
ル
か
ら
乖
離
し
て
い
く
過
程
に
は
、
同
時
代
の
フ

ラ
ン
ス
文
化
の
流
入
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
鹿
鳴
館
の
貴

婦
人
た
ち
の
洋
装
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
バ
ッ
ス
ル
ス
タ
イ
ル
ド
レ
ス
や
リ

ボ
ン
付
き
帽
子
の
パ
リ
モ
ー
ド
だ
っ
た
が
、『
女
学
雑
誌
』
の
記
事
に
は
「
中

等
以
上
の
婦
人
中
女
の
洋
服
地
に
用
ふ
る
仏
国
製
の
織
物
を
帯
地
と
す
る
こ

と
流
行
し
夫
が
為
越
後
屋
白
木
屋
等
に
て
は
上
等
の
服
地
に
充
つ
る
為
め
仕

入
れ
た
る
織
物
も
十
中
八
九
は
皆
帯
地
に
売
れ
殆
ん
ど
品
切
と
な
る
程
な
れ

ば
何
れ
も
仏
国
へ
品
物
の
注
文
を
な
す
由
」六
二
と
あ
り
、
和
服
の
素
材
に
ま

で
も
フ
ラ
ン
ス
製
が
好
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
開
化
日
本
の
女
性
た
ち
の

「
身
の
飾
り
」
は
キ
リ
ス
ト
教
と
無
縁
の
と
こ
ろ
で
も
西
洋
風
を
め
ざ
し
て

進
行
し
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
風
俗
が
中
心
だ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
洗
練
さ
れ
た
〈
よ
き
趣
味
〉
を
先
導
す
る
国

で
あ
り
、フ
ラ
ン
ス
語
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
教
養
の
条
件
と
も
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
華
や
か
な
〈
虚
飾
〉
の
文
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。『
米

欧
回
覧
実
記
』
に
は
ウ
ィ
ー
ン
の
万
国
博
覧
会
見
物
の
記
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
の
展
示
物
に
つ
い
て
は
、「
婦
人
ノ
帽
ニ
飾
ル
剪つ
く
り
ば
な

綵
花
ニ
ハ
、

金
銀
珠
玉
ヲ
鑲じ
ょ
う
ろ
う鏤シ

、
華
然
爛
然
ト
シ
テ
」、「
凡
ソ
仏
国
の
物
品
ハ
、
英
国



（35）

西欧女性の手仕事モラルと明治日本におけるその受容

ト
ハ
其
趣
キ
異
ナ
リ
」「
仏
ハ
工
ヲ
買
フ
ヘ
シ
、
価
廉
ニ
シ
テ
顔
貌
甚
タ
潤

華
ナ
リ
」六
三
と
記
さ
れ
て
い
る
。
使
節
団
が
、
英
国
と
異
な
り
〈
実じ

つ

〉
よ
り

も
〈
美
し
さ
〉
に
長
け
る
と
見
な
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
手
工
芸
の
う
ち
、
剪
綵

花
（
造
花
）
は
実
用
を
離
れ
た
細
工
の
最
た
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
技
術

は
西
欧
化
を
先
頭
に
立
っ
て
進
め
た
女
子
師
範
学
校
や
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト

リ
ッ
ク
系
女
学
校
六
四
、
職
業
女
学
校
の
ほ
か
、
女
学
会
な
ど
の
集
ま
り
で

盛
ん
に
教
授
さ
れ
、
ま
た
た
く
ま
に
若
い
女
性
た
ち
の
間
に
広
ま
っ
た
。
つ

ま
り
、
日
本
の
娘
た
ち
の
手
仕
事
教
育
に
キ
リ
ス
ト
教
モ
ラ
ル
を
付
し
た
米

国
を
主
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
女
学
校
と
は
別
系
統
で
、「
身
の
飾
り
」

の
み
を
目
的
と
す
る
〈
虚
飾
〉
の
手
仕
事
が
流
れ
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
十
七

世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
で
発
展
し
た
同
じ
く
装
飾
用
の
レ
ー
ス
も
、
東
京
に
レ
ー

ス
教
場
が
で
き
て
か
ら
一
定
の
生
徒
数
を
獲
得
し
、
そ
の
女
生
徒
お
よ
び
女

教
師
が
皇
后
の
衣
服
の
縁
飾
を
作
成
す
る
栄
誉

0

0

も
担
っ
た
。〈
虚
飾
〉
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
十
六
・
七
世
紀
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
〈
貞
潔
〉〈
純
潔
〉
の

寓
意
と
な
っ
た
手
仕
事
は
、〈
勤
労
〉〈
質
実
〉
の
モ
ラ
ル
と
と
も
に
明
治
日

本
に
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
次
第
に
西
洋
風
の
魅
力
に
富
ん
だ
手
芸
と

し
て
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、〈
虚
飾
〉
を
駆
り
立
て
る
要
因
と
も
な
っ
た
。

　
結
び

　

福
沢
諭
吉
は
明
治
二
十
五
年
十
一
月
の
『
時
事
新
報
』
で
、「
古
來
我
國

の
女
流
に
最
も
重
ん
ず
る
所
」
で
あ
っ
た
「
裁
縫
の
一
事
」
を
蔑
ろ
に
す
る

近
来
の
教
育
法
の「
一
方
に
偏
り
た
る
弊
害
」を
嘆
い
て
い
る
。彼
は
こ
こ
で
、

「
女
子
の
爲
め
に
謀
り
て
裁
縫
の
事
を
後
に
す
る
は
教
育
の
緩
急
輕
重
を
誤

る
の
み
な
ら
ず
、
文
明
の
本
意
に
背
く

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
」
で
あ
り
、「
一
家
の
婦
人
が

衣
服
の
事
を
主
宰
」
す
る
こ
と
が
「
家
人
和
合
の
幸
福

0

0

0

0

0

0

0

」
を
も
た
ら
す
と
説

い
た
六
五
。
主
婦
の
「
裁
縫
」
は
、
家
族
構
成
員
相
互
の
対
等
の
関
係

0

0

0

0

0

を
重

視
す
る
「
家
人
和
合
」
の
理
想
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
時
期
「
生
意
気
」
女
学
生
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
た

日
本
的
な
手
仕
事
（「
裁
縫
」）
は
、
欧
化
政
策
の
揺
り
戻
し
の
始
ま
る
頃
か

ら
近
代
「
文
明
」
思
想
に
よ
っ
て
も
強
力
に
支
持
さ
れ
て
女
学
校
の
正
式
科

目
と
な
っ
て
い
く
。「
女
大
学
」
の
頃
か
ら
〈
家
〉
を
ま
も
る
婦
徳
を
象
徴

し
た
伝
統
的
な
針
仕
事
は
、
近
代
化
し
た
「
家
人
和
合
」
の
〈
家
庭
〉
モ
ラ

ル
に
も
接
ぎ
木
さ
れ
て
戦
後
ま
で
生
き
残
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ハ
ン
カ
チ

や
リ
ボ
ン
な
ど
西
洋
風
手
仕
事
が
生
み
出
し
た
装
飾
品
は
、
美
し
い
商
品
と

し
て
も
若
い
娘
た
ち
の
心
を
捉
え
て
い
っ
た
。「
ハ
ン
ケ
チ
で
咽
喉
を
緊
め
」

た
『
浮
雲
』
の
お
勢
（
明
治
十
八
年
）
に
始
ま
り
、「
夜
会
結
に
淡
紫
の
リ

ボ
ン
飾
」
を
し
た
『
金
色
夜
叉
』
の
宮
（
明
治
三
十
年
）、「
デ
ー
ト
ン
色
の

自
転
車
に
海
老
茶
の
袴
、
髪
は
結
流
し
に
し
て
、
白
リ
ボ
ン
清
く
、
着
物
は

矢
絣
」
で
登
場
す
る
『
魔
風
恋
風
』
の
初
野
（
明
治
三
十
六
年
年
）、
そ
し

て
男
性
に
贈
ら
れ
た
「
蝉
の
羽
根
の
よ
う
な
リ
ボ
ン
」
を
結
び
、
吾
妻
コ
ー

ト
の
袂
に
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
の
香
水
を
し
み
込
ま
せ
た
絹
の
ハ
ン
カ
チ
を
入

れ
る
『
三
四
郎
』
の
美
禰
子
（
明
治
四
十
二
年
）
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
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彼
女
た
ち
の
身
に
着
け
る
西
洋
風
の
細
工
物
は
、
近
代
教
育
を
受
け
る
女
学

生
の
象
徴
と
し
て
世
間
の
注
目
の
的
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
と
も
す
れ
ば

「
堕
落
女
学
生
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
　
　

注

一 

ヘ
シ
オ
ド
ス
『
神
統
記
』（
廣
川
洋
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年
）
九
〇
四

〜
九
〇
六
行
。

二 

カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
話―

神
々
の
時
代
』
高
橋
英
夫
訳
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
四
五
〜
四
六
頁
参
照
。
ま
た
、cf. D

er K
leine 

P
auly, L

exikon der A
ntike in 5 B

ände, article: M
oira. 

複
数
の
女
神
た
ち
に
つ

い
て
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
ー
』（
呉
茂
一
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
八
八
年
）
第
七
書
、

一
九
六
〜
九
八
行
。

三 

カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
話―

英
雄
の
時
代
』（
高
橋
英
夫
訳
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）
九
四
頁
参
照
。
あ
る
い
は
ア
ウ
ト
リ
ュ
コ
ス
が
シ
ー

シ
ュ
ポ
ス
を
見
込
ん
で
与
え
た
と
も
言
わ
れ
る
。
因
み
に
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の

父
親
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
る
ラ
ー
エ
ル
テ
ー
ス
は
、
ア
ン
テ
ィ
ク
レ
イ
ア
が
シ
ー

シ
ュ
ポ
ス
の
胤
を
宿
し
た
後
に
彼
女
に
求
婚
し
た
と
さ
れ
る
。

四 

前
掲
書
、
二
五
四
〜
五
五
頁
参
照
。

五 

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
ー
』、
第
一
書
、
二
五
六
〜
二
五
八
行
、
傍
点
筆
者
。

六 

古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
で
は
、
演
説
（
雄
弁
）
だ
け
で
な
く
武
勲
を
挙
げ
る
た
め

に
も
知
恵
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
。

七 

ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』（
高
津
春
繁
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
八
五
年
、

第
三
巻
一
四
・
八
）
の
素
っ
気
な
い
記
述
に
も
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』

（
中
村
善
也
訳
、
巻
六
）
の
生
々
し
く
脚
色
さ
れ
た
記
述
に
も
、
同
様
の
モ
チ
ー
フ

が
登
場
し
て
い
る
。

八 

ア
テ
ー
ナ
イ
の
政
治
家
ペ
リ
ク
レ
ー
ス
は
、
戦
死
し
た
市
民
た
ち
の
葬
送
演
説

で
、
市
民
女
性
の
振
舞
い
方
に
つ
い
て
簡
潔
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
婦
徳
に
つ
い

て
私
か
ら
言
う
べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
…
…
女
た
る
の
本
性
に
悖
ら
ぬ
こ
と
が

最
大
の
ほ
ま
れ
、
褒
貶
い
ず
れ
の
噂
を
も
男
の
口
に
さ
れ
ぬ
こ
と
を
己
の
誇
り
と

す
る
が
よ
い
。」（
ト
ゥ
ー
キ
ュ
デ
ィ
デ
ー
ス
『
戦
史
』
久
保
正
彰
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
七
年
、
巻
二
、
四
五
）

九 

初
期
の
ロ
ー
マ
人
が
実
際
に
花
嫁
を
戦
争
の
掠
奪
品
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、Ｅ
・
イ
ェ
シ
ュ
タ
ー
ド
『
ロ
ー
マ
都
市
の
起
源
』（
浅
香
正
訳
、み
す
ず
書
房
、

一
九
八
三
年
）八
二
頁
及
び
Ｆ
・
ｄ
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ『
古
代
都
市
』（
田
辺
貞
之
助
訳
、

白
水
社
、
一
九
六
一
年
）
四
三
二
頁
以
下
を
参
照
。

一
〇 

『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝（
一
）』（
河
野
与
一
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
五
二
年
）〈
ロ
ー

ム
ル
ス
〉
一
九
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
も
サ
ビ
ー
ニ
ー
女
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

糸
紡
ぎ
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
や
は
り
夫
婦
の
強
固
な
絆
を
重
視
す
る
言
説

が
見
え
る
。『
ロ
ー
マ
建
国
史
（
上
）』（
鈴
木
一
州
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）

第
一
巻
、
九
、
一
三
を
参
照
。

一
一 

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
イ
ネ
イ
ア
ー
ス
』
に
も
、
こ
の
農
民
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
示
す
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
少
な
く
と
も
共
和
制
ロ
ー
マ
の
時
代
に
は
、
家
政

を
采
配
す
る
家
父
長
と
し
て
の
男
性
の
任
務
が
、
例
え
ば
カ
ト
ー
の
典
型
的
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
骨
な
農
民
的
心
性
と
と
も
に
強
調
さ
れ
て
い

る
。

一
二 
広
場
で
の
公
的
讃
辞
に
関
し
て
は
、
歴
史
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
〈
カ
ミ
ル

ル
ス
〉（
前
四
世
紀
の
ロ
ー
マ
の
将
軍
）
の
章
（
八
）
参
照
。
ロ
ー
マ
で
は
母
・
妻

と
し
て
立
派
な
女
性
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
男
性
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
肖
像
を
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掲
げ
て
広
場
に
示
し
て
歩
く
習
慣
も
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
女
性
の
美
徳
に
関
し
て
は
、

同
じ
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
次
の
著
作
も
参
照
。P

lutarch, B
ravery of W

om
en, in 

P
lutarch’s M

oralia III (L
oeb C

lassical L
ibrary), p.475.

一
三 

L
es quatre âges de l’hom

m
e: traite m

oral de P
hilippe de N

avarre, ed. 

M
arcel de F

réville. 1888 (reprint 1968). 

十
三
世
紀
半
ば
過
ぎ
の
フ
ラ
ン
ス
語
資

料
。

一
四 

cf. K
o

n
rad

 B
itch

in
s P

äd
ago

gik
 [402], S.185-189, in

 F
rauen im

 

M
ittelalter, B

d.2, A
nnette K

uhn (H
rsg.), 1984, S.246-9. 

十
五
世
紀
前
半
の
北

ド
イ
ツ
の
聖
職
者
に
よ
る
資
料
。

一
五 

Z
ink, M

ichel, B
elle: E

ssai sur les chansons de toile, suivi d’une edition et 

d’une traduction, 1978.

一
六 

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
ル
・
コ
ッ
サ
の
フ
レ
ス
コ
（
フ
ェ
ラ
ー
ラ
、
ス
キ
フ
ァ

ノ
イ
ア
宮
、一
四
七
〇
年
頃
）に
は
、復
活
し
た
異
教
神
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ（
ア
テ
ー
ネ
ー
）

の
支
配
す
る
三
月
の
図
像
と
し
て
、
知
恵
と
手
芸
を
司
る
こ
の
女
神
に
ふ
さ
わ
し

く
、
若
い
貴
婦
人
た
ち
が
刺
繍
、
機
織
り
、
縫
い
物
、
糸
紡
ぎ
を
す
る
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
知
恵
を
必
要
と
し
な
い
単
純
さ
ゆ
え
に
、
糸
紡
ぎ

は
他
の
手
仕
事
に
比
し
て
目
立
た
ず
、
脇
の
方
の
後
ろ
向
き
の
女
性
が
担
当
し
て

い
る
。

一
七 

集
団
で
の
糸
紡
ぎ
は
、
本
来
夜
長
の
時
期
の
暖
房
代
と
蝋
燭
代
を
節
約
す
る

た
め
の
方
策
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
農
村
部
で
は
共
同
体
の
若
者
た
ち
も
出
入
り
す

る
一
種
の
社
交
場
で
も
あ
っ
た
。

一
八 

十
六
世
紀
の
こ
の
よ
う
な
言
説
の
典
型
例
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
が
挙

げ
ら
れ
る
。「
羊
毛
と
麻
に
か
か
わ
る
仕
事
は
（
…
…
）
質
素
な
生
活
に
寄
与
し
、

そ
れ
は
女
た
ち
が
第
一
に
心
が
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
女
も
、
王
女
で

あ
れ
王
妃
で
あ
れ
、
こ
の
手
仕
事
の
技
術
に
無
知
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
わ
た

し
は
思
う
。
女
た
ち
が
手
仕
事
や
家
事
か
ら
自
由
に
な
っ
た
ら
、
も
っ
と
ま
し
な

こ
と
な
ど
何
も
な
し
え
な
い
。」
こ
れ
に
続
け
て
ヴ
ィ
ー
ヴ
ェ
ス
は
暇
な
女
た
ち

の
際
限
の
な
い
お
し
ゃ
べ
り
と
邪
悪
な
想
念
に
辛
辣
な
罵
言
を
呈
し
て
い
る
（cf. 

J.L
.V

ives, D
e Institutione F

em
inae C

hristianae, S
electid W

orks of J.L
.V

ives. 

V
ol.V

I, 1524, revised 1538 / 1996-8, p.18-19

）。

一
九 

ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
『
黄
金
伝
説
』（
前
田
敬
・
山
中
知
子
訳
、
人

文
書
院
、
一
九
八
七
年
）
第
四
巻
、
一
六
二
〈
聖
エ
リ
ザ
ベ
ト
〉、
を
参
照
。

二
〇 

中
世
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
像
世
界
を
席
捲
し
始
め
る
髑
髏
に
つ
い
て
は
、

前
野
み
ち
子
「
書
物
と
髑
髏
」、『
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
研
究
年
報
』
第
五
号
、

二
〇
〇
六
年
、
八
三
〜
九
六
頁
、
参
照
。

二
一 

夫
を
思
っ
て
涙
を
流
す
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
の
描
写
は
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
を
特
徴

づ
け
て
い
る
も
の
で
、
先
行
す
る
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
は
夜
更
け
ま
で
「
夜
業
の
女

奴
隷
に
交
っ
て
羊
毛
の
仕
事
に
い
そ
し
む
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。
糸
紡
ぎ
の

場
の
家
庭
的
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
ロ
ー
マ
文
学
に
伝
統
が
あ
る
。cf. A

.G
. L

ee, 

O
vid’s ‘L

ucretia’, G
reece &

 R
om

e, V
ol.22, N

o.66. (O
ct., 1953), pp.107-118, 

esp. p.110. 

テ
ク
ス
ト
は
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
祭
暦
』（
高
橋
宏
幸
訳
、
国
文
社
、

一
九
九
四
年
）
第
二
巻
、
七
四
一
〜
七
五
八
行
、
及
び
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
、
前
掲
書
、

第
一
巻
五
七
、
参
照
。
因
み
に
、
貞
節
な
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
の
自
害
は
暴
君
打
倒
の

た
め
に
市
民
が
蜂
起
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
ロ
ー
マ
史
に
お

け
る
女
性
の
役
割
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

二
二 

マ
ー
ル
テ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
イ
ム
ス
ケ
ル
ク
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
博
物

館
蔵
。

二
三 

R
oem

er V
isscher, S

innepoppen, 1614 (H
ervard U

niversity L
ibrary, 

m
icrofi lm

), X
X

X
V

III. 

著
者
は
十
七
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
詩
人
・
モ
ラ
リ
ス
ト

（
一
五
四
七
〜
一
六
二
〇
）。
同
時
代
の
著
名
な
文
人
た
ち
と
の
幅
広
い
交
友
関
係
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に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

二
四 

中
産
層
の
場
合
、
若
い
娘
た
ち
に
手
芸
が
積
極
的
に
勧
め
ら
れ
た
の
は
、
そ

こ
に
託
さ
れ
た
伝
統
的
な
モ
ラ
ル
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
見
栄
え
の
す
る
家
族

の
服
飾
を
調
え
る
と
い
う
よ
り
現
実
的
な
要
請
を
踏
ま
え
て
も
い
た
。cf. Shim

izu, 

Stacey. T
he P

attern of P
erfect W

om
anhood, in W

om
en’s E

ducation in E
arly 

M
odern E

urope: A
 H

istory, 1500-1800, ed. by W
hitehead, B

arbara J., 1999, 

pp.75-100.

二
五 

cf. F
ranits, W

ayne E
., P

aragons of V
irtue: W

om
en and D

om
esticity in 

S
eventeenth-C

entury D
utch A

rt, 1993, p.21-32. 

二
六 

オ
ラ
ン
ダ
で
は
両
親
が
外
か
ら
の
誘
惑
に
対
し
て
娘
を
守
る
だ
け
で
な
く
、

一
定
の
年
齢
に
達
し
た
娘
た
ち
が
自
覚
的
・
自
発
的
に
自
分
の
身
を
守
る
よ
う
な

女
子
教
育
が
積
極
的
に
目
指
さ
れ
て
い
る
。
前
野
み
ち
子
『
恋
愛
結
婚
の
成
立―

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
観
の
変
容―

』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、

二
八
三
〜
八
四
頁
、
参
照
。

二
七 

こ
の
集
中
の
中
断
の
ト
ポ
ス
に
つ
い
て
はcf. F

ranits, ibid., p.47-52.

二
八  

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
』（
伊
沢
龍
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
六
八
年
）
二
五
〜
二
六
頁
、
参
照
。
彼
女
は
「
こ
の
市
の
主
な
産
業
の
毛
糸

の
紡
ぎ
方
」
も
習
っ
て
い
る
が
、
一
日
の
賃
仕
事
と
し
て
は
「
糸
紡
ぎ
な
ら
三
ペ

ン
ス
、
普
通
の
針
仕
事
な
ら
四
ペ
ン
ス
」（
二
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
針
仕
事
の

方
が
有
利
だ
っ
た
。

二
九 

Sam
uel R

ichardson, P
am

ela, 1741/ 1988 (penguin classics), L
etter 29.

三
〇 

Sam
uel R

ichardson, C
larissa, 1747-48 / 1985 (penguin classics), L

etter 

529. cf. L
etter 131 (the needle, the pen, ...). 

い
ず
れ
も
原
則
的
に
は
針
の
方
が

ペ
ン
よ
り
優
先
さ
れ
て
い
る
。

三
一 

こ
の
二
人
の
女
主
人
公
は
と
も
に
監
禁
状
態
に
追
い
込
ま
れ
、
彼
女
た
ち
の

手
紙
は
次
第
に
モ
ノ
ロ
ー
グ
化
し
て
い
く
。
と
く
に
ク
ラ
リ
ッ
サ
の
場
合
は
こ
の

度
合
い
が
極
端
に
強
ま
り
、
手
紙
は
結
末
に
向
か
っ
て
次
第
に
自
己
省
察
の
覚
書

に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
読
者
に
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
の

凌
辱
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
凌
辱
さ
れ
た
ク
ラ
リ
ッ
サ
の
内
心
の
葛
藤
を
近
代
的
良

心
の
問
題
に
移
し
替
え
て
描
い
て
い
る
。
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
へ
の
直
接
的
言
及
は
凌

辱
し
た
放
蕩
貴
族
ラ
ヴ
レ
イ
ス
と
そ
の
友
人
ベ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
手
紙
の
や
り
と
り

に
見
ら
れ
る
。cf. C

larissa, L
etter 222, 263, 371. 

ま
た
言
及
は
な
い
が
暗
示
さ

れ
て
い
る
の
は
、L

etter 246.

三
二 

ル
ソ
ー
は
〈
序
〉
で
、
こ
の
小
説
は
既
婚
女
性
に
は
有
益
で
あ
る
が
、「
純
潔

な
娘
は
け
っ
し
て
小
説
な
ど
は
読
ま
な
い
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
『
新

エ
ロ
イ
ー
ズ
』〈
序
〉（『
ル
ソ
ー
全
集
』第
九
巻
、松
本
勤
訳
、白
水
社
、一
九
七
九
年
）、

一
四
頁
。

三
三 

ク
ラ
リ
ッ
サ
は
薬
物
を
飲
ま
さ
れ
て
純
潔
を
失
う
が
、
そ
れ
以
降
の
自
己
省

察
の
深
化
と
緩
慢
な
死
の
選
択
が
最
終
的
に
彼
女
に
聖
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

三
四 

Ｇ
・ 

エ
リ
オ
ッ
ト
『
ア
ダ
ム･

ビ
ー
ド
』（
阿
波
保
喬
訳
、開
文
社
、一
九
七
九
年
）

七
八
頁
。〈
ジ
ョ
ー
ジ･

エ
リ
オ
ッ
ト
〉
は
一
八
五
六
年
か
ら
文
筆
活
動
を
始
め
た

英
国
の
女
性
小
説
家
メ
ア
リ
ー
・
ア
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
筆
名
。
彼
女
が
男
性
名

を
使
用
し
た
こ
と
は
、
女
性
に
は
「
読
む
」
こ
と
さ
え
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
小

説
を
「
書
く
」
こ
と
が
社
会
的
な
タ
ブ
ー
を
意
味
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
ペ

ン
」
は
十
八
世
紀
に
は
手
紙
を
書
く
道
具
と
し
て
、「
針
」
と
共
に
純
潔
を
表
し
た
。

し
か
し
女
性
が
従
順
に
自
分
の
行
為
を
反
省
す
る
手
紙
以
外
の
も
の
を
書
き
た
い

と
願
う
よ
う
に
な
り
、「
針
」（
女
性
の
た
し
な
み
）
と
「
ペ
ン
」（
知
識
へ
の
欲
求
）

は
拮
抗
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

三
五 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
サ
ッ
カ
レ『
虚
栄
の
市
』（『
世
界
文
学
全
集
七
』三
宅
幾
三
郎
訳
、
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西欧女性の手仕事モラルと明治日本におけるその受容

河
出
書
房
新
社
、
一
九
五
七
年
）
五
八
頁
、
三
〇
二
頁
。

三
六 

英
語
で
未
婚
の
女
性
を
意
味
す
る
「
ス
ピ
ン
ス
タ
ー
」（spinster

）
が
「
糸
を

紡
ぐ
」（spin

）
を
語
源
と
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
手
仕
事
は
家
族
を

手
助
け
す
る
未
婚
の
女
性
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

三
七 

ヨ
ハ
ン
・
ベ
ッ
ク
マ
ン
『
西
洋
事
物
起
源
Ⅱ
』（
一
七
八
〇
〜
一
八
〇
五
）（
特

許
庁
内
技
術
史
研
究
会
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
八
一
年
）「
網
と
靴
下
の
編

み
物
、
靴
下
編
機
」。

三
八 

ベ
ッ
ク
マ
ン
は
、
帽
子
、
長
手
袋
、
レ
ー
ス
な
ど
様
々
な
編
み
物
の
中
で
も
、

実
用
性
に
勝
る
靴
下
だ
け
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勤
労
モ
ラ
ル
を
強
調
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
み
物
に
〈
お
し
ゃ
べ
り
〉
の
楽
し
み
を
容
認
し

た
の
は
、
女
性
の
「
心
を
傷
つ
け
る
」
恋
愛
小
説
の
類
か
ら
、
遠
ざ
け
よ
う
と
し

た
か
ら
と
も
言
え
る
。

三
九 

ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ 
Ⅱ
』（『
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
著
作
集
五
』
工
藤
好
美
・
淀
川
郁
子
訳
、文
泉
堂
出
版
、一
九
九
四
年
）
三
二
一
頁
。

四
〇 

N
ancy F. C

ott, T
he B

onds of W
om

anhood, Y
ale U

niversity P
ress, 1977, 

p.163, 167.

四
一 

『
西
洋
事
物
起
源
Ⅱ
』、「
レ
ー
ス
」
六
三
二
頁
。

四
二 

『
虚
栄
の
市
』
一
二
〇
頁
。

四
三 

ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』
Ⅰ
（『
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
著
作
集
四
』
工
藤
好
美
・
淀
川
郁
子
訳
、文
泉
堂
出
版
、一
九
九
四
年
）
一
一
三
頁
。

四
四 

ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
『
フ
ロ
ス
河
畔
の
水
車
場
』（
工
藤
好
美
・
淀
川
郁

子
共
譯
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
五
〇
年
）
二
六
七
頁
。

四
五 

以
下
、「
女
大
学
」
は
石
川
松
太
郎
編
『
女
大
学
集
』（
平
凡
社
、一
九
七
七
年
）

を
使
用
。

四
六 

他
に
、
女
紅
場
と
呼
ば
れ
る
手
工
芸
を
教
え
る
学
校
で
も
英
語
と
セ
ッ
ト
に

し
て
教
え
ら
れ
た
。

四
七 

宣
教
師
設
立
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
に
お
い
て
、「
神
を
王
と
し
て
奉
戴

し
、
会
員
は
皆
王
の
女む

す
め

で
あ
っ
て
、
常
に
敬
神
奉
仕
の
精
神
を
以
て
、
自
分
の
信

仰
の
向
上
を
計
り
、
未
信
者
を
導
く
」（
エ
フ
・
ジ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
編
『
東
洋
英

和
女
學
校
五
十
年
史
』（
東
洋
英
和
女
学
校
、
一
九
三
四
年
）
一
五
三
頁
）
と
い
う

精
神
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
受
洗
者
達
の
自
治
会
。

四
八 

『
東
洋
英
和
女
學
校
五
十
年
史
』
一
六
四
頁
。

四
九 

前
掲
書
一
五
五
頁
。

五
〇 

山
川
菊
栄
『
武
家
の
女
性
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
）
四
四
頁
。 

町
屋
の

娘
が
交
じ
っ
て
い
る
と
芝
居
の
声
色
や
寄
席
の
物
真
似
で
笑
わ
せ
る
こ
と
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
村
落
で
は
「
娘
宿
」
の
制
度
が
あ
り
、
娘
た
ち
が
集
ま
っ

て
話
を
し
な
が
ら
糸
紡
ぎ
や
機
織
り
、
裁
縫
を
行
う
習
慣
も
あ
っ
た
。

五
一 

相
馬
黒
光
『
黙
移
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
）
二
七
頁
。

五
二 

キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
の
女
学
生
は
西
欧
の
手
仕
事
に
ま
つ
わ
る
モ
ラ
ル

以
外
の
様
々
な
意
味
を
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
か
ら
も
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

彼
女
た
ち
は
原
則
と
し
て
新
聞
や
小
説
を
読
む
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
実

際
に
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
サ
ッ
カ
レ
ー
、
ジ
ョ
ー
ジ･

エ
リ
オ
ッ
ト
な
ど
に
触
れ

て
い
た
。『
女
学
雑
誌
』に
は
女
性
文
筆
家
の
読
書
に
つ
い
て
の
記
事（
二
〇
五
号（
一

八
九
〇
・
三
・
二
二
）〜
二
〇
九
号
（
一
八
九
〇
・
四
・
一
九
））
が
あ
り
、
女
学

生
に
勧
め
る
西
洋
の
読
み
物
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
女
学
雑
誌
』
に

掲
載
さ
れ
た
小
説
に
登
場
す
る
女
学
生
の
読
書
傾
向
か
ら
も
、
実
際
の
状
況
を
推

し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
三 
樋
口
一
葉
『
塵
の
中
』
明
治
二
十
六
年
八
月
十
日
（『
北
村
透
谷
・
樋
口
一
葉
集
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
）
三
三
五
頁
）。

五
四 

樋
口
一
葉
『
蓬
生
日
記 

一
』
明
治
二
十
四
年
九
月
廿
二
日
（『
北
村
透
谷
・
樋



（40）

言語文化論集　第XXIX巻　第 1号

口
一
葉
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
）
二
八
五
頁
）。

五
五 

 

「
ミ
ス
・
カ
ー
メ
ト
ル
の
手
紙
」（
一
八
八
五
）（『
敬
和
会
№
四
六
』
東
洋
英

和
女
学
院
所
蔵
、
一
九
八
七
・
四
）
二
三
頁
。

五
六 
新
報
「
婦
人
あ
み
も
の
会
」『
女
学
雑
誌
』
三
七
号
（
一
八
八
六
・
一
〇
・
五
）。

五
七 

「
発
会
式
、
作
品
陳
列
会
盛
会
」（『
毎
日
附
録
』
一
八
八
六
・
九
・
二
六
）『
明

治
ニ
ュ
ー
ス
事
典　

第
三
巻　

明
治
一
六
年
〜
二
〇
年
』（
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
、
一
九
八
四
年
）。

五
八 

浜
田
兼
二
郎
編
集
『
毛
糸
編
み
物
独
案
内
』（
魁
真
楼
、
一
八
八
八
年
）（
国

立
国
会
図
書
館
、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ーhttp://kindai.ndl.go.jp/

B
IB

ibD
etail.php

を
使
用
）。

五
九 

三
宅
花
圃
『
藪
の
鶯
』（『
明
治
小
説
集　

現
代
日
本
文
学
全
集
八
四
』（
筑
摩

書
房
、
一
九
五
七
年
）
所
収
）
三
九
頁
。

六
〇 

饗
庭
篁
村
「
窓
の
月
」『
小
説
む
ら
竹
』
第
一
集
（
春
陽
堂
、
一
八
九
一
年
）

一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
。

六
一 

饗
庭
篁
村
「
他
山
の
石
」（
第
三
回
）『
小
説
む
ら
竹
』
第
一
集
（
春
陽
堂
、

一
八
九
一
年
）
八
六
頁
。

六
二 

『
女
学
雑
誌
』
八
二
号
（
一
八
八
七
・
一
〇
・
二
九
）。

六
三 

久
米
邦
武
編
、田
中
彰
校
注
『
米
欧
回
覧
実
記
』
四
（
岩
波
文
庫
、一
九
八
〇
年
）

三
二
〜
三
三
頁
。

六
四 

こ
の
時
期
は
仏
語
女
学
校
（
明
治
二
〇
）、
女
子
仏
学
校
（
明
治
二
二
）
が
見

ら
れ
る
程
度
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
女
学
校
が
増
え
る
の
は
明
治
三
〇

年
後
半
か
ら
で
あ
る
。

六
五  

「
女
子
教
育
」『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
五
年
十
一
月
十
日
、『
福
澤
諭
吉
全
集
』

第
十
三
巻
所
収
。
五
六
四
〜
五
六
六
頁
。


