
中
世
都
市
に
お
け
る

女
性
の
家
事
労
働
に

つ
い
て

志

重

人

田

原

は
じ
め
に

一
方
で
は
絵
巻
物
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
史
料
の
分
析
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
、
ま
た

他
方
で
は
中
世
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
相
次
ぎ
、
中
世
考
古
学
が
目
覚
ま
し
い
進
展
を
遂
げ
、
生
活
文
化
の
様
相
が
よ
り
具
体
的
に
な
っ

近
年
、
中
世
史
を
解
明
す
る
試
み
と
し
て
、

て
き
て
い
る
。

中世都市における女性の家事労働について

女
性
史
の
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
性
差
と
い
う
視
点
か
ら
、
女
性
が
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
位
置
を
与

え
ら
れ
て
き
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
多
く
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
先
学
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
現
代
生
活
の
原
点
と
で
も
い
う
べ
き
中
世
に
視
点
を
あ
て
、
都
市
に
生
き
た
女
性
の
生
活
、

と
り
わ
け
家
事
労
働
に
つ
い
て
述
べ
、
女
性
史
研
究
の
第
一
歩
と
し
た
い
。

パ
テ
レ
ン
の
見
た
日
本
人
と
日
本
の
女
性

天
文
十
八
(
一
五
四
九
)
年
わ
が
国
に
や
っ
て
来
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

H
デ
リ
ザ
ピ
エ
ル

は
、
同
年
十
一
月
五
日
付
け
で
ゴ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
に
宛
て
た
鹿
児
島
発
の
書
簡
(
河
野
純
徳
訳
「
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ピ
エ
ル

平
凡
社
、

全
書
簡
」

一
九
八
五
年
)
で
、
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私
た
ち
が
交
際
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
え
た
限
り
で
は
、
こ
の
国
の
人
び
と
は
今
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
国
民
の
な
か
で
最
高
で
あ
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り
、
日
本
人
よ
り
優
れ
て
い
る
人
び
と
は
、
異
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
親
し
み
ゃ
す
く
、

般

に
善
良
で
、
悪
意
が
あ
り
ま
せ
ん
。
驚
く
ほ
ど
名
誉
心
の
強
い
人
び
と
で
、
他
の
何
も
の
よ
り
も
名
誉
を
重
ん
じ
ま
す
。
大
部
分
の

人
び
と
は
貧
し
い
の
で
す
が
、
武
士
も
、
そ
う
で
な
い
人
び
と
も
、
貧
し
い
こ
と
を
不
名
誉
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

と
記
し
て
い
る
。
ザ
ピ
エ
ル
は
ま
た
同
じ
書
簡
の
中
で
、

大
部
分
の
人
は
読
み
書
き
が
で
き
ま
す
の
で
、
祈
り
や
教
理
を
短
時
間
に
学
ぶ
の
に
た
い
そ
う
役
立
ち
ま
す
。
彼
ら
は
一
人
の
妻
し

か
持
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
地
方
で
は
盗
人
は
少
な
く
、
ま
た
盗
人
を
見
つ
け
る
と
非
常
に
厳
し
く
罰
し
、
誰
で
も
死
刑
に
し
ま
す
。
盗

み
の
悪
習
を
た
い
へ
ん
憎
ん
で
い
ま
す
。
彼
ら
は
た
い
へ
ん
善
良
な
人
び
と
で
、
社
交
性
が
あ
り
、
ま
た
知
識
欲
は
き
わ
め
て
旺
盛

で
す
。

彼
ら
は
た
い
へ
ん
喜
ん
で
神
の
こ
と
を
聞
き
ま
す
。
と
く
に
そ
れ
を
理
解
し
た
時
に
は
た
い
へ
ん
な
喜
び
ょ
う
で
す
。

と
述
べ
、
日
本
人
を
「
白
い
民
族
」
と
も
表
現
し
て
お
り
、
白
人
が
優
越
し
て
い
る
と
い
う
当
時
の
世
界
観
の
な
か
に
あ
っ
て
、
彼
が

日
本
と
そ
の
国
民
に
対
し
て
い
か
に
好
意
的
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。

ザ
ピ
エ
ル
は
そ
の
後
二
年
余
り
わ
が
国
に
滞
在
し
た
の
ち
、
日
本
で
の
布
教
を
切
り
上
げ
て
イ
ン
ド
に
戻
っ
て
い
る
が
、
こ
の
の
ち

一
世
紀
の
聞
に
多
く
の
宣
教
師
が
わ
が
国
を
訪
れ
、
書
簡
・
年
報
あ
る
い
は
著
作
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
、
日
本
の
観
察
記
録
を
残

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
日
本
人
と
は
異
な
る
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
単
に
興
味
深
い
だ
け
で
な
く
、
中
世
末
期
か
ら

近
世
初
頭
に
か
け
て
の
政
治
情
勢
・
経
済
状
態
は
言
う
に
及
ば
ず
、
生
活
文
化
・
思
想
・
宗
教
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、

貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
当
代
随
一
の
知
日
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ル
イ
ス

H
フ
ロ
イ
ス
が
日
本

の
女
性
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

フ
ロ
イ
ス
と
日
本
と
の
関
わ
り
は
、
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
で
東
ア
ジ
ア
の
各
地
か
ら
届
け
ら
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
報
告
書
を
整
理
し
、



ま
と
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
付
す
る
係
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ザ
ピ
エ
ル
来
日
の
機
縁
を
つ
く
っ
た
薩
摩

の
人
ア
ン
ジ
ロ
!
(
弥
次
郎
と
も
い
わ
れ
る
)
に
会
い
、
ま
た
日
本
で
の
布
教
を
終
え
た
ザ
ピ
エ
ル
か
ら
日
本
の
事
情
を
聞
い
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
ザ
ピ
エ
ル
は
「
日
本
人
は
多
く
の
点
で
ス
ペ
イ
ン
人
に
優
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
日
本
で
の
伝
道

に
希
望
を
燃
や
し
、
永
禄
六
(
一
五
六
三
)
年
に
来
日
し
た
フ
ロ
イ
ス
は
、
慶
長
二
(
一
五
九
七
)
年
に
長
崎
で
亡
く
な
る
ま
で
上
方

を
中
心
と
し
て
日
本
の
事
情
に
精
通
し
、
数
多
く
の
通
信
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
信
し
続
け
て
い
る
。
天
正
七
(
一
五
七
九
)
年
に
は
、

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
巡
察
使
と
し
て
来
日
し
た
ア
レ
シ
ャ
ン
ド
ゥ
ロ

H
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
l
ノ
の
通
訳
と
し
て
上
洛
し
、
天
正
十
年
か
ら
は
日

本
副
管
区
長
付
司
祭
と
し
て
『
日
本
年
報
」
の
主
な
執
筆
者
と
な
り
、
翌
年
か
ら
ザ
ピ
エ
ル
が
来
日
し
た
天
文
十
八
(
一
五
四
九
)
年

か
ら
文
禄
三
(
一
五
九
四
)
年
頃
ま
で
編
年
体
で
日
本
布
教
史
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
が
有
名
な
「
日
本
史
」
で
あ
る
。
ま
た
、

フ

ロ
イ
ス
は
天
正
十
三
(
一
五
八
五
)
年
島
原
半
島
南
端
の
「
加
津
佐
」
で
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
俗
の
違
い
を
「
日
欧
風
俗
対
照

中世都市における女性の家事労働について

覚
書
」
(
「
日
欧
文
化
比
較
」
)
と
し
て
著
し
て
い
る
。

こ
の
覚
書
(
松
田
毅
一
・

E
ヨ
リ
ッ
セ
ン
「
フ
ロ
イ
ス
の
日
本
覚
書
ー
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
習
の
違
い
1

」
、
中
公
新
書
、

九
八
三
年
を
定
本
と
し
た
。
)
は
十
四
章
六
百
十
一
か
条
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
女
性
と
関
係
の
深
い
の
は
第
二
章
「
女
性
、

そ
の
風
采
と
衣
服
に
関
し
て
」
で
あ
る
。
化
粧
に
関
す
る
も
の
、
衣
服
に
関
す
る
も
の
、
風
習
に
関
す
る
も
の
、
仕
事
に
関
す
る
も
の

な
ど
六
十
八
か
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
風
習
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
未
婚
の
女
性
の
最
高
の
栄
誉
と
財
産
は
貞
操
で
あ
り
、
純
潔
が
犯
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本

の
女
性
は
処
女
の
純
潔
を
な
ん
ら
重
ん
じ
な
い
。
そ
れ
を
欠
い
て
も
、
栄
誉
も
結
婚
(
す
る
資
格
)
も
失
い
は
し
な
い
。
」

と
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
貞
操
観
念
の
低
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

三
十
一
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
妻
を
離
別
す
る
こ
と
は
、
罪
悪
で
あ
る
こ
と
は
と
も
か
く
、
最
大
の
不
名
誉
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
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望
み
の
ま
ま
幾
人
で
も
離
別
す
る
。
彼
女
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
名
誉
も
結
婚
(
す
る
資
格
)
も
失
わ
な
い
。
」

三
十
二
条
「
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
)
堕
落
し
た
本
性
に
も
と
づ
い
て
、
男
た
ち
の
ほ
う
が
妻
を
離
別
す
る
。
日
本
で
は
、
し
ば
し
ば

妻
た
ち
の
ほ
う
が
夫
を
離
別
す
る
。
」

28 

と
あ
る
。
妻
が
夫
を
離
別
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
今
昔
物
語
』
に
は
能
力
が
な
く
貧
し
く
て
女
を
養
え
な
い
男
の
も
と
を
去
っ
た
妻

が
の
ち
に
摂
津
国
の
守
の
妻
に
な
っ
た
話
が
あ
り
、
ま
た
「
沙
石
集
』
に
は
奥
州
の
百
姓
の
妻
が
夫
が
余
り
に
も
情
け
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
地
頭
に
離
婚
を
訴
え
、
夫
が
領
内
か
ら
追
放
さ
れ
た
話
が
み
え
る
。
妻
は
夫
と
の
合
意
で
能
力
の
な
い
夫
を
見
限
る
こ
と
も
で

き
た
し
、
妻
は
離
婚
の
理
由
を
夫
に
突
き
つ
け
離
婚
す
る
こ
と
も
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

フ
ロ
イ
ス
は
財
産
に
つ
い
て
も
、

三
十
条

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
夫
婦
問
に
お
い
て
財
産
は
共
有
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
各
々
が
自
分
の
わ
け
ま
え
を
所
有
し
て
お

り
、
と
き
に
は
妻
が
夫
に
高
利
で
貸
し
つ
け
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
女
性
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
調
理
・
裁
縫
な
ど
五
か
条
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

五
十
一
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
通
常
、
女
性
が
食
事
を
つ
く
る
。
日
本
で
は
、
そ
れ
を
男
性
が
つ
く
る
。
そ
し
て
貴
人
は
、
料
理

を
つ
く
る
た
め
に
厨
房
に
行
く
こ
と
を
立
派
な
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
。
」

五
十
二
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
男
性
が
仕
立
屋
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
女
性
が
そ
う
で
あ
る
。
」

五
十
九
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
女
性
が
水
の
滴
る
も
の
を
運
ん
で
い
る
な
ど
、
非
常
に
奇
異
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
下
女
が

手
桶
で
水
を
運
ぶ
の
は
普
通
で
あ
る
。
」

六
十
七
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
は
、
指
の
先
に
銅
の
指
貫
を
つ
け
て
裁
縫
を
す
る
。
日
本
の
女
性
は
、
(
裁
縫
に
あ
た
っ
て
)
掌

に
革
の
切
れ
は
し
を
つ
け
る
か
、
ま
た
は
指
の
中
程
に
少
し
紙
を
巻
き
つ
け
る
よ

六
十
八
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
衣
服
を
ほ
ど
こ
う
と
す
る
と
き
、
ナ
イ
フ
で
縫
い
目
を
切
る
。
日
本
の
女
性
は
、
全
部
糸
を
抜



い
て
し
ま
う
。
」

五
十
一
条
は
室
町
時
代
末
期
(
戦
国
時
代
)
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
に
み
え
る
包
丁
師
の
こ
と
で
、
宮
中

専
属
の
四
条
流
や
室
町
幕
府
の
大
草
流
な
ど
の
料
理
流
派
が
あ
っ
た
。
包
丁
師
が
招
か
れ
る
の
は
正
式
な
饗
膳
の
場
合
で
あ
り
、

般

民
衆
に
お
い
て
は
女
性
が
日
常
の
食
事
の
支
度
を
し
て
い
た
。
五
十
二
条
は
同
じ
く
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
に
み
え
る
縫
物
師
を
指

し
て
い
る
。
裁
縫
や
刺
繍
は
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
五
十
九
条
は
民
間
の
女
性
が
食
事
の
支
度
や
洗
濯
な
ど

の
た
め
に
水
く
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
六
十
七
条
は
「
日
欧
文
化
比
較
」
の
訳
者
で
あ
る
岡
田
章
雄
氏
に

よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
右
手
の
中
指
の
先
に
指
貫
を
か
ぶ
せ
一
針
一
針
縫
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
当
時
、
中
指
の

付
け
根
に
革
や
布
片
ま
た
は
紙
で
作
っ
た
指
巻
を
巻
き
、
指
を
動
か
さ
ず
針
を
運
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
述
の
つ
か
み
縫
い
の

こ
と
で
、
長
針
が
用
い
ら
れ
た
。

中世都市における女性の家事労働について

成
人
女
性
の
仕
事

中
世
に
は
家
の
外
に
出
て
商
業
な
ど
で
活
躍
す
る
女
性
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た

「
東
北
院
職
人
歌
合
」

や

「
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
」
に
は
男
女
合
わ
せ
て
二
十
四
人
、
室
町
時
代
末
期
(
戦
国
時
代
)
に
成
立
し
た
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
」

で
は
三
十
二
人
、
「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」
は
実
に
百
四
十
二
人
に
も
の
ぼ
る
職
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
七
十
一
番
職
人

歌
合
』
は
当
時
活
躍
し
て
い
た
職
人
を
網
羅
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
女
性
も
男
性
の
四
分
の
一
に
あ
た
る
三
十
五
人
が
描
か
れ
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
(
商
業
や
手
工
業
)
で
活
躍
す
る
女
性
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
は
た
ち
君
(
立
君
)
・
つ
し
君

な
ど
広
い
意
味
で

-
し
ら
ひ
ゃ
う
し
(
白
拍
子
)

-
か
ん
な
き
(
亙
)

-
ひ
く
に
(
比
丘
尼
)

(
辻
君
)

-
く
せ
ま
ゐ
舞
(
曲
舞
々
)

宗
教
や
芸
能
に
従
事
す
る
人
々
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
物
売
り
の
女
性
(
第
1
図
)

が
多
い
こ
と
で
、

い
お
う
り
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(
魚
売
り
)

-
こ
め
う
り
(
米
売
り
)

-
心
ふ
と
う
り
(
心
太
売
り
)
な
ど
食
物
の
製
造
・
販
売
に
携
わ
っ
た
り
、
を
は
ら
め

(
大
原

初

-

白

ぬ

の

う

り

(

白

布

売

り

)

・

お

ひ

う

り

(

帯

売

り

)

な

ど

食

物

以

外

の

製

造

・

販

売

に

あ

た

っ

た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
洛
中
洛
外
図
扉
風
」
(
米
沢
本
〈
旧
上
杉
本
〉
)
に
描
か
れ
た
町
屋
は
三
百
余
軒
を
数
え
る
が
、
暖
簾
が
下

が
り
庖
棚
を
設
け
て
い
る
家
が
多
い
こ
と
か
ら
商
家
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
商
売
を
し
て
い
る
多
く
は
女
性
で
、
頭
に

女

-
白
い
物
う
り
(
白
粉
売
り
)

荷
を
載
せ
て
売
り
歩
く
行
商
人
に
も
女
性
の
姿
が
多
く
み
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
家
に
入
っ
た
女
性
に
つ
い
て
み
よ
う
。

平
安
時
代
末
期
の
成
立
と
い
わ
れ
る
「
新
猿
楽
記
」
に
右
衛
門
尉
の
二
番
目
の
妻
の
仕
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
裁
縫
・
染
張
・
経
織
・
績
紡
之
道
」
と
あ
り
、
糸
の
生
産
か
ら
機
織
り
・
染
張
り
・
裁
縫
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
同

書
に
は
「
朝
夕
厨
膳
」
と
あ
り
、
女
性
の
仕
事
と
し
て
食
事
の
支
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
絵
巻
物
に
は
調

食
事
の
支
度

理
を
含
め
て
食
事
の
場
面
を
描
い
た
も
の
が
少
な
く
、
し
か
も
不
思
議
な
こ
と
に
調
理
は
男
性
が
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
鎌
倉
時
代
末
期
、
応
長
元
(
一
二
二
二
年
の
成
立
と
い
わ
れ
る
『
松
崎
天
神
縁
起
』
巻
五
は
継
母
と
継
子
を
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
に

し
て
い
る
が
、
京
都
七
条
の
銅
細
工
師
の
後
妻
が
主
婦
の
座
で
あ
る
納
戸
座
に
座
り
、
「
よ
り
か
か
り
」
(
「
日
葡
辞
書
」
に
は
「
主
婦

が
身
近
に
お
く
箱
、
あ
る
い
は
机
」
と
あ
っ
て
、
納
戸
座
と
同
様
に
主
婦
権
の
象
徴
〈
保
立
道
久
「
塗
寵
と
女
の
領
域
」
同
氏
「
中
世

の
愛
と
従
属
」
、
平
凡
社
、

一
九
八
五
年
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
)
に
肘
を
突
い
て
、
ヨ
コ
ザ
で
魚
を
調
理
す
る
夫
に
何

や
ら
注
文
を
つ
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
(
第
2
図
)
。
同
様
な
場
面
は
鎌
倉
時
代
前
期
の
作
と
い
わ
れ
る
「
粉
河
寺
縁
起
」

や
鎌
倉
時
代
末
期
の
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
に
描
か
れ
た
猟
師
の
家
で
は
主
人
が
捕
っ
て
き
た
獣
の

肉
を
ま
な
板
の
上
で
切
っ
て
お
り
、
後
者
で
は
台
所
で
煮
炊
き
を
し
て
い
る
女
た
ち
と
一
緒
に
男
た
ち
が
ま
な
板
の
上
で
何
か
を
切
っ

て
盛
り
つ
け
を
し
て
お
り
、
「
松
崎
天
神
縁
起
」
の
場
面
が
け
っ
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
妻
の
料
理
と
夫
の
料

理
に
つ
い
て
、
飯
沼
賢
司
氏
は
料
理
の
内
容
に
注
目
し
、
「
(
夫
が
調
理
し
て
い
る
も
の
は
〈
筆
者
加
筆
〉
)
魚
や
獣
や
鳥
と
い
っ
た
生



き
物
の
調
理
で
あ
り
、

，
包
丁
者
“
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
包
丁
を
使
っ
た
そ
れ
ら
生
き
物
の
解
体
で
あ
る
。
(
中
略
)

女
が
養
蚕
か
ら
衣
服
を
作
り
出
す
過
程
す
べ
て
を
担
当
し
た
よ
う
に
、
男
も
獲
物
が
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
調
理
す
る
こ
と
が
仕
事

で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
(
飯
沼
賢
司
「
中
世
前
期
の
女
性
の
生
涯
i

人
生
の
諸
段
階
の
検
討
を
通
じ
て
|
」
女
性

史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活
史
」
第
二
巻
、
中
世
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
O
年
)
。
つ
ぎ
に
肉
食
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。

ザ
ピ
エ
ル
は
天
文
十
八
年
十
一
月
五
日
付
け
で
ゴ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
に
宛
て
た
鹿
児
島
発
の
書
簡
で
、
日
本
人
の
食
生
活
に
つ
い

て、
こ
の
国
で
は
土
地
が
肥
え
て
い
な
い
の
で
、
身
体
の
た
め
に
ぜ
い
た
く
な
も
の
を
食
べ
よ
う
と
し
て
も
、
豊
か
な
暮
ら
し
は
で
き
ま

中世都市における女性の家事労働について

せ
ん
。
(
日
本
で
は
)
飼
っ
て
い
る
(
家
畜
を
)
殺
し
た
り
食
べ
た
り
せ
ず
、
時
ど
き
魚
を
食
べ
、
少
量
で
す
が
米
と
麦
と
を
食
べ

て
い
ま
す
。
彼
ら
が
食
べ
る
野
菜
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
少
し
で
す
が
幾
種
類
か
の
果
物
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
の
人
び
と
は
不
思
議

な
ほ
ど
健
康
で
、
老
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
た
と
え
満
足
で
は
な
い
と
し
て
も
自
然
の
ま
ま
に
、
わ
ず
か
な
食
物
で
生
き
て

ゆ
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
人
の
生
活
を
見
て
い
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ス
も
ま
た
、
「
日
欧
風
俗
対
照
覚
書
」
の
第
六
章
「
日
本
人
の
食
事
と
飲
酒
の
仕
方
に
つ
い
て
」
の
中
で
、

条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
は
、
焼
い
た
り
煮
た
り
し
た
魚
を
好
む
。
日
本
人
は
生
で
食
べ
る
こ
と
を
は
る
か
に
喜
ぶ
。
」

二
十
四
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
牝
烏
や
鶏
、
パ
イ
、
ク
リ
ー
ム
状
白
ジ
エ
リ
ー
を
好
む
。
日
本
人
は
、
野
犬
、
鶴
、
犬
猿
、
猫
、

十

生
の
海
藻
を
好
む
。
」

三
十
九
条
「
わ
れ
ら
は
、
乳
製
品
、
チ
i
ズ
、
バ
タ
l
、
骨
の
髄
な
ど
を
喜
ぶ
。
日
本
人
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
嫌
悪
す
る
。
彼
ら

に
は
悪
臭
が
ひ
ど
い
の
で
あ
る
。
」
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四
十
一
条
「
わ
れ
ら
は
(
食
物
か
ら
は
)
犬
を
遠
ざ
け
、
牛
を
食
べ
る
。
彼
ら
は
牛
を
避
け
、
薬
と
称
し
て
き
れ
い
に
犬
を
た
い
ら
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げ
る
。
」

四
十
二
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
魚
の
腐
敗
し
た
臓
物
は
嫌
悪
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
日
本
人
は
そ
れ
を
肴
と
し
て
用
い
、
非

常
に
喜
ぶ
。
」

四
十
七
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、

フ
ラ
イ
に
し
た
魚
を
(
馳
走
と
)
み
な
す
。
彼
ら
は
そ
れ
を
好
ま
ず
、
海
藻
を
揚
げ
た
の
を

(
好
む
)
。
」

五
十
一
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
腐
敗
し
た
肉
や
魚
を
食
べ
た
り
、
贈
っ
た
り
す
る
な
ど
は
(
相
手
に
対
す
る
)
侮
辱
で
あ
ろ
う
。

日
本
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
食
べ
る
し
、
た
と
え

悪
臭
を
放
っ
て
い
て
も
、
恥
じ
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
贈
る
。
」

五
十
五
条
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
猪
(
の
肉
)
を
煮
て
食
べ
る
。
日
本
人
は
そ
れ
を
薄
く
切
っ
て
生
で
食
べ
る
。
」

五
十
九
条
「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
鰭
が
好
ま
れ
る
。
日
本
で
は
、
そ
れ
は
、
む
か
つ
く
ほ
ど
い
や
な
、
卑
し
い
人
び
と
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
十
二
条
は
当
時
「
生
物
」
と
称
し
て
普
通
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
刺
身
も
す
で
に
あ

り
、
「
日
葡
辞
書
」
に
は
「
サ
シ
ミ
ー
あ
る
種
の
パ
セ
リ
を
副
え
て
食
べ
る
生
の
魚
の
食
品
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
十
四
条
の
猫
に

つ
い
て
、
岡
田
章
雄
氏
は
「
猫
を
食
べ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
狸
・
瀬
な
ど
を
誤
っ
た
も
の
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

四
十
二
条
は
い
わ
ゆ
る
塩
辛
の
こ
と
で
、
魚
の
肉
や
臓
物
を
塩
に
漬
け
て
貯
蔵
す
る
調
理
法
は
、
古
く
か
ら
「
菌
」
と
呼
ば
れ
、
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
「
日
葡
辞
書
」
に
は
「
シ
ヲ
カ
ラ
l
魚
の
臓
物
、
魚
卵
等
を
塩
漬
に
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
四
十
七
条

の
海
藻
を
揚
げ
る
と
い
う
の
は
揚
昆
布
の
こ
と
で
、
「
日
葡
辞
書
」
に
「
ア
ゲ
コ
プ
i
前
…
昆
布
と
言
う
方
が
ま
さ
る
。
あ
る
種
の
海
藻

を
油
で
揚
げ
る
か
煎
る
か
し
た
も
の
」
と
み
え
る
。
五
十
一
条
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
「
鮮
」
の
こ
と
で
、
『
日
葡
辞
書
」
に
は



「
ス
シ
l
保
存
さ
せ
て
、
生
で
食
べ
る
た
め
に
飯
、
塩
な
ど
と
和
し
た
魚
」
と
あ
る
。
五
十
五
条
か
ら
は
狩
猟
に
よ
る
猪
や
鹿
の
肉
は
、

宴
会
や
日
常
の
食
膳
に
上
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
狩
猟
に
よ
る
け
も
の
は
食
用
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
動
物
の
肉
は
忌
む
べ
き
で
あ

る
と
い
う
観
念
が
中
世
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
日
欧
風
俗
対
照
覚
書
」
第
四
章
の
「
仏
僧
、
お
よ
び
そ
の
風
習
に
つ
い

て
」
の
中
で
は
、

十
一
条

「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
デ
ウ
ス
に
誓
う
こ
と
を
完
全
に
守
ろ
う
と
努
め
る
。
仏
僧
た
ち
は
、
外
面
で
は
肉
も
魚
も
食
べ

な
い
と
公
言
し
て
い
る
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
が
密
か
に
食
べ
て
い
る
。
も
し
食
べ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
他
見
を
恐
れ
る
た
め
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

と
あ
り
、
第
十
四
章
「
先
の
諸
章
に
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
異
風
で
特
殊
な
い
く
つ
か
の
こ
と
に
つ
い
て
」
の
中
で
は
、

六
条

「
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
人
殺
し
は
肝
を
つ
ぶ
す
こ
と
だ
が
、
牛
や
牝
鶏
や
犬
を
殺
し
て
も
ど
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
日

中世都市における女性の家事労働について

本
人
は
動
物
を
殺
す
の
を
見
る
と
肝
を
つ
ぶ
す
が
、
人
殺
し
は
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
」

と
み
え
て
い
る
。
第
四
章
十
一
条
に
つ
い
て
、
ザ
ピ
エ
ル
も
一
五
五
二
年
一
月
二
十
九
日
付
け
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
に
宛

て
た
コ
ー
チ
ン
発
の
書
簡
で
、

昔
は
五
戒
を
守
ら
な
い
ボ
ン
ズ
〈
僧
侶
ー
筆
者
加
筆
〉
や
ボ
ン
ザ
〈
尼
僧
i
同
〉
を
そ
の
地
の
領
主
が
殺
し
、
首
を
斬
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
姦
淫
し
た
り
、
生
き
物
を
殺
し
て
食
べ
た
り
、
ま
た
は
人
を
殺
し
、
嘘
を
つ
き
、
酒
を
飲
ん
だ
り
し
た
(
場
合
で
す
)
。

今
は
も
う
彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
、
こ
の
提
は
非
常
に
乱
れ
て
し
ま
い
、
ボ
ン
ズ
も
ボ
ン
ザ
も
、
公
然
と
酒
を
飲
み
、
隠
れ
て
魚
を
食

べ
、
話
す
こ
と
に
真
実
が
な
く
、
平
気
で
姦
淫
し
、
恥
ず
か
し
い
と
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

と
述
べ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ス
の
「
日
本
史
』
に
も
、
食
に
関
す
る
記
述
が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
(
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
松

一
五
八
七
年
、
秀
吉
が
宣
教
師
へ

ー-，

ポ
Jレ

一
九
八
一
年
)
。
食
肉
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

田
毅
一
・
川
崎
桃
太
郎
訳
、
中
央
公
論
社
、

お



ト
ガ
ル
人
ら
が
、
も
し
、
牛
馬
を
食
べ
ず
に
は
生
き
ら
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
全
日
本
の
君
主
で
あ
る
予
は
、
多
数
の
鹿
、
野
猪
、
与
広

g
、
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そ
の
他
野
動
物
狩
り
を
命
じ
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
囲
い
の
中
に
入
れ
て
お
く
か
ら
、
汝
ら
は
そ
れ
を
食

す
る
が
よ
か
ろ
う
」
と
伝
え
た
の
に
対
し
て
、
宣
教
師
ら
は
「
我
ら
の
出
身
国
に
お
い
て
は
、
馬
(
肉
)
と
か
、
日
本
人
が
食
べ
る
他

の
動
物
、
す
な
わ
ち
大
猿
、
猫
、
鼠
、
狐
、
与
E
g、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
動
物
を
食
べ
る
習
慣
は
な
い
。
だ
が
仰
せ
の
と
お
り
牛

狐
、
雑
子
、
大
猿
、

(
肉
)
を
食
べ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
外
国
人
の
書
い
た
観
察
記
録
に
は
事
実
認
識
に
若
干
の
問
題
も
あ
り
、
そ

の
ま
ま
す
べ
て
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
お
か
た
の
傾
向
が
わ
か
る
。
宣
教
師
が
食
べ
る
の
は
主
に
牛
肉
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
牛
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
ず
る
理
由
と
し
て
、
同
年
秀
吉
は
「
汝
ら
は
何
ゆ
え
に
馬
や
午
を
食
べ
る
の
か
。
そ
れ
は
道
徳
に

反
す
る
こ
と
だ
。
馬
は
道
中
、
人
間
の
労
苦
を
和
ら
げ
、
荷
物
を
運
び
、
戦
場
で
仕
え
る
た
め
に
飼
育
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
耕
作
用

の
牛
は
百
姓
の
道
具
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
る
に
、
も
し
汝
ら
が
そ
れ
を
食
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
諸
国
は
人
々
に
と
っ
て
は
な
は

だ
大
切
な
二
つ
の
助
力
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
人
の
牛
肉
食
に
つ
い
て
の
記
述
も
み
ら

れ
る
。
「
私
た
ち
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
)
の
食
物
も
彼
ら
の
間
で
は
と
て
も
望
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
が
非

常
に
嫌
悪
し
て
い
ま
し
た
卵
や
牛
肉
料
理
が
そ
う
な
の
で
す
。
太
閤
様
ま
で
が
そ
れ
ら
の
食
物
を
と
て
も
好
ん
で
い
ま
す
」
(
一
五
九

三
年
)
と
あ
り
、
日
本
で
は
従
来
卵
や
牛
肉
食
が
忌
避
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
な
が
ら
も
、

一
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
食
の
影
響

を
受
け
こ
れ
ら
が
食
べ
ら
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
中
世
考
古
学
の
進
展
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
生
活
文
化
の
実
態
も
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

魚
介
類
や
鳥
類
の
ほ
か
、
鹿
・
猪
・
狸
・
穴
熊
・
野
兎
・
牛
・
馬
・
犬
や
海
豚
・
海
撞
・
鯨
な
ど
の
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
食
用
と
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
川
底
に
埋
も
れ
た
中
世
の
町
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
広
島
県
福
山
市
の
草
戸
千
軒

町
遺
跡
か
ら
は
犬
・
鹿
・
牛
・
馬
・
穴
熊
・
鎚
・
狐
・
狸
・
兎
・
鶏
や
魚
介
類
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
量
の
多
い
犬
に



つ
い
て
は
後
頭
部
に
斧
か
な
た
の
よ
う
な
刃
物
で
致
命
傷
を
与
え
た
り
、
四
肢
骨
を
火
で
あ
ぶ
っ
た
り
、
関
節
部
を
鋭
い
刃
物
で
切
断

し
た
も
の
が
あ
り
、
食
用
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、
真
鯛
は
背
鰭
や
椎
骨
の
疎
な
ど
に
焼
け
た
痕
跡
が
少
な
い
こ

と
か
ら
、
軽
く
焼
い
て
食
べ
た
か
、
生
物
・
煮
物
に
し
た
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
鯛
の
頭
骨
に
残
さ
れ
た

包
丁
傷
か
ら
、
頭
部
を
縦
に
ま
っ
ぷ
た
つ
に
し
た
後
に
ぶ
つ
切
り
に
し
て
、
現
代
の
兜
煮
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

る
(
松
井
章
「
盛
ん
だ
っ
た
肉
食
」
松
下
正
司
編
「
よ
み
が
え
る
中
世
八
ー
埋
も
れ
た
港
町
草
戸
千
軒
・
鞠
・
尾
道
|
」
、
平
凡
社
、

一
九
九
四
年
)
。

洗

濯

洗
濯
も
ま
た
女
性
の
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
。
す
で
に
平
安
時
代
に
京
都
の
町
で
は
井
戸
が
掘
ら
れ
、
そ
の
周
り
が
洗

濯
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
絵
巻
物
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
洗
濯
の
場
面
は
意
外
に
少
な
い
。
た
と
え
ば
平
安
時
代
末
期
に
制

作
さ
れ
た
「
扇
面
法
華
経
冊
子
」
に
は
木
を
く
り
ぬ
い
た
桶
を
用
い
、
足
踏
み
洗
濯
を
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
し
、

同
時
代
の

中世都市における女性の家事労働について

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
尼
公
巻
で
も
大
和
へ
の
街
道
筋
に
あ
る
路
上
の
井
戸
端
で
踏
み
洗
い
す
る
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時

代
後
期
の
「
西
行
物
語
絵
巻
」
で
は
嵯
峨
野
の
民
家
の
裏
庭
に
あ
る
井
戸
端
で
、
子
ど
も
を
お
ん
ぶ
し
た
女
が
足
踏
み
洗
濯
を
し
て
お

り
、
そ
の
傍
ら
で
は
母
親
と
お
ぼ
し
き
女
が
洗
っ
た
衣
を
物
干
し
竿
に
か
け
て
い
る
(
第
3
図
)
。
鎌
倉
時
代
末
期
の

「
不
動
利
益
縁

起
絵
巻
」
の
第
一
段
で
は
三
井
寺
の
僧
で
あ
る
証
空
の
母
親
の
家
の
裏
庭
に
あ
る
井
戸
端
が
描
か
れ
て
お
り
、
流
れ
の
傍
ら
で
洗
濯
物

を
足
で
踏
ん
だ
り
、
井
戸
水
を
汲
ん
だ
り
、
洗
濯
物
を
干
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
伸
子
張
り
を
す
る
な
ど
忙
し
く
働
い
て
い
る
女
が

み
え
る
。
さ
ら
に
南
北
朝
時
代
の
「
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
」
で
は
讃
岐
国
の
町
屋
前
の
路
上
の
井
戸
端
で
女
が
足
踏
み
洗
濯
を
し
て
い

る
。
足
踏
み
洗
濯
は
井
戸
端
だ
け
で
な
く
、
川
辺
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
南
北
朝
時
代
の
「
大
江
山
絵
詞
」
上
巻
第
九
段
は
、
酒
呑
童

子
を
退
治
す
る
た
め
に
出
か
け
た
源
頼
光
の
一
行
が
、
途
中
の
生
田
の
里
で
、
酒
呑
童
子
に
捕
ら
わ
れ
血
染
め
の
衣
を
洗
わ
さ
せ
ら
れ

て
い
る
女
に
道
を
尋
ね
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
女
は
谷
川
の
踏
み
石
の
上
で
足
踏
み
洗
濯
を
し
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
の
「
浦
島
明
神
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縁
起
」
に
も
、
や
は
り
川
辺
で
足
踏
み
洗
濯
を
し
て
い
る
老
人
が
み
え
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
「
石
山
寺
縁
起
」
巻
二
第
四
段
に
は
近

江
国
大
津
浜
の
民
家
の
前
で
、
一
人
の
女
性
が
比
較
的
器
高
の
高
い
曲
物
で
手
操
み
洗
濯
を
し
て
い
る
場
面
が
み
ら
れ
る
(
第
4
図
)

が
、
斉
藤
研
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
一
例
を
除
い
て
は
手
探
み
洗
濯
の
様
子
を
描
い
た
十
六
世
紀
以
前
の
絵
画
史
料
が

な
い
こ
と
か
ら
、
中
世
に
は
町
・
村
を
問
わ
ず
、
足
踏
み
洗
濯
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
(
斉
藤
研
一
「
，
足

一
九
九
五
年
)
。
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踏
み
洗
い
'
か
ら
，
手
探
み
洗
い
e

へ
」
、
藤
原
良
章
・
五
味
文
彦
編
「
絵
巻
に
中
世
を
読
む
」
、

と
こ
ろ
で
中
世
に
お
け
る
民
衆
の
衣
料
は
、
苧
麻
に
代
表
さ
れ
る
麻
を
主
に
、
藤
蔓
・
格
・
榛
な
ど
の
植
物
繊
維
を
用
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
麻
は
破
れ
に
く
い
丈
夫
な
衣
料
と
し
て
民
衆
に
広
く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
反
面
弾
力
性
が
な
く
、
硬
く
て

ご
わ
ご
わ
し
た
衣
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
衣
料
を
柔
ら
か
く
す
る
必
要
が
あ
り
、
砧
打
ち
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
世
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
て
い
る
砧
に
は
こ
う
し
た
用
途
が
多
分
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
麻
の
特
徴
か
ら
、
斉
藤
氏
は
手
探
み
洗
い

で
は
な
く
、
足
踏
み
洗
い
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
斉
藤
氏
、
前
掲
書
)
。
ち
な
み
に
洗
濯
を
専
門
と
す
る
職
人
と

し
て
は
、
室
町
時
代
後
期
に
上
流
階
級
の
衣
服
を
調
製
し
た
紺
屋
(
紺
掻
)
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
汚
れ
た
衣
服
の
洗
濯
と
張

り
仕
上
げ
も
引
き
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

糸
紡
ぎ
は
老
人
の
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
や
「
石
山
寺
縁
起
」
に
描
か
れ
て
い

る
(
第
5
図
)
。
遺
跡
か
ら
は
錘
や
糸
巻
き
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

裁
縫
は
民
衆
衣
料
の
場
合
、
長
針
に
よ
る
つ
か
み
縫
い
の
簡
素
な
技
法
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
石
山
寺
縁
起
」
に
は
小
万
を
用
い
て

糸
紡
ぎ
と
裁
縫

布
を
裁
断
し
て
い
る
女
が
描
か
れ
て
い
る
(
第
6
図)。

子
守
り

子
守
り
は
翁
・
姫
ら
老
人
た
ち
の
仕
事
の
ひ
と
つ
で
、
平
安
時
代
後
期
の
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
中
巻
に
は
老
女
が
裸
の

幼
児
を
抱
い
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
(
第
7
図
)
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
「
彦
火
々
出
見
尊
絵
巻
』
巻
六
で
は
あ
ご
髭
を
い
じ
る



孫
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
老
人
が
、
室
町
時
代
の
『
福
富
草
紙
」
上
巻
に
は
孫
を
肩
車
し
て
お
な
ら
の
芸
を
見
物
し
て
い
る
老
人
が
み

ら
れ
、
忙
し
い
母
親
に
代
わ
っ
て
子
守
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

中
世
に
生
き
た
女
性
は
家
に
し
ば
ら
れ
、
家
長
の
も
と
に
隷
属
し
て
い
た
感
が
あ
る
が
、
も
っ
と
自
由
で
あ
っ
た
。
女
姓
の
商
人
や

職
人
の
活
躍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
充
分
で
は
な
い
に
し
て
も
、
女
性
も
積
極
的
に
社
会
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
性
の
家
事
労
働
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
充
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
史
料
の
採
集
不
足
も
あ
っ
て
充
分
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

中世都市における女性の家事労働について

今
後
、
さ
ら
に
史
料
の
採
集
に
努
め
、
再
考
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
扱
え
な
か
っ
た
農
村
・
漁
村
・
山
村
で
暮
ら
し
た
女
性
の

家
事
労
働
、
な
ら
び
に
子
ど
も
の
労
働
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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小原女 魚売り

米売り 亘売り

第 1図 商いをする女性 f七十一番職人歌合j
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中世都市における女性の家事労働について
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第 2図 魚を調理する夫に注文をつける後妻 u松崎天神縁起J)

第 3図 井戸端で足踏み洗濯をする女性 (f酉行物語絵巻J)



第4図 手探み洗濯をする女性 a石山寺縁起J)
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第 5図糸を紡ぐ老女 (r石山寺縁起J)
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中世都市における女性の家事労働について

第 6図 小万を用いて布を裁断する女性 u石山寺縁起J)

第 7図子守りをする老女 u伴大納言絵調J)
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